
１
．
は
じ
め
に

仁
平
さ
ん
の
話
を
も
う
一
つ
︒
先
に
述
べ
た
干
し
餅
好
き
の
祖
母
は
産
婆
さ
ん
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
︒
そ
の
祖
母
が
︑
あ
る

日
︑
温
泉
に
入
ろ
う
と
湯
本
ま
で
歩
い
て
い
っ
た
時
の
こ
と
だ
︒
狭
い
山
道
を
歩
い
て
い
る
と
︑
前
方
に
人
影
が
見
え
た
︒

﹁
誰
だ
べ
︑
こ
ん
な
所
で
な
あ
﹂

近
づ
く
と
︑
そ
れ
は
う
ず
く
ま
っ
た
若
い
見
知
ら
ぬ
女
だ
っ
た
︒

﹁
ど
す
た
︑
気
分
で
も
悪
い
の
け
え
﹂

大
き
く
肩
で
息
を
す
る
女
が
気
に
な
り
︑
声
を
掛
け
る
と
︑

﹁
子
供
が
︑
子
供
が
生
ま
れ
そ
う
で
︑
助
け
て
け
ろ
ぅ
﹂

子
供
が
こ
こ
で
生
ま
れ
た
ら
︑
い
く
ら
産
婆
さ
ん
で
も
大
変
だ
︒
そ
れ
で
も
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
祖
母
は
ど
う

し
た
も
の
か
と
思
案
を
巡
ら
し
て
い
る
と
︑
そ
の
女
が
急
に
大
き
な
あ
く
び
を
し
た
︒

﹁
そ
れ
が
な
︑
口
の
開
き
方
が
尋
常
じ
ゃ
ね
が
っ
た
ら
し
い
ん
だ
ぁ
︒
も
っ
と
驚
い
た
の
は
そ
の
口
の
中
よ
︒
牙
が
並
ん
で
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た
ん
だ
と
﹂

そ
れ
を
見
た
祖
母
は
︑
こ
い
つ
は
狐
だ
と
思
う
と
一
目
散
に
逃
げ
出
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
後
も
祖
母
は
︑
こ
の
時
の
こ
と

を
盛
ん
に
不
思
議
が
っ
て
い
た
そ
う
だ
︒

﹁
自
分
が
産
婆
だ
っ
て
知
っ
て
て
︑
あ
ん
な
風
に
し
た
ん
だ
べ
か
っ
て
︒
も
ち
ろ
ん
夜
で
ね
え
よ
︒
こ
れ
は
︑
真
っ
昼
間
で
酒

も
飲
ん
で
ね
が
っ
た
ん
だ
ぁ
｣(
)
︒

１

こ
れ
は
︑
二
〇
一
五
年
に
出
版
さ
れ
︑
第
一
弾
だ
け
で
一
〇
万
部
を
突
破
し
話
題
と
な
っ
た
﹃
山
怪
﹄
に
収
録
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー

ド
の
一
節
で
あ
る
︒
話
者
は
岩
手
県
西
和
賀
郡
湯
田
地
区
の
ベ
テ
ラ
ン
の
マ
タ
ギ
・
高
橋
仁
平
︵
当
時
八
七
歳
︶
︒
そ
の
祖
母
か
ら
聞

か
さ
れ
た
話
で
あ
る
︒
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
カ
メ
ラ
マ
ン
と
し
て
︑
狩
猟
の
現
場
へ
の
探
訪
を
く
り
か
え
し
て
い
る
採
集
者
の
田
中
康
弘

は
︑
同
書
の
末
尾
で
﹁
実
は
あ
り
ふ
れ
た
存
在
だ
っ
た
妖
怪
は
︑
今
や
絶
滅
危
惧
種
な
の
だ
｣(
)
と
述
べ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の

２

﹃
山
怪
﹄
に
は
︑
キ
ツ
ネ
や
タ
ヌ
キ
に
化
か
さ
れ
た
と
い
う
︑
ま
る
で
昔
話
の
よ
う
な
も
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
ツ
チ
ノ
コ
や
幽
霊
︑

あ
る
は
ず
の
な
い
山
中
の
場
所
︑
怪
音
な
ど
と
い
っ
た
多
様
な
妖
怪
現
象
が
︑
生
き
生
き
と
語
ら
れ
︑
記
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
も
︑

闇
夜
や
夕
暮
れ
の
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
︑
こ
ん
な
﹁
真
っ
昼
間
﹂
の
出
来
事
ま
で
︒

た
と
え
ば
二
〇
〇
七
年
頃
か
ら

W
e
b
上
に
書
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
山
形
と
宮
城
の
県
境
の
山
道
に
現
れ
る
と
い
う
︑
肌

は
白
く
︑
首
か
ら
上
が
な
い
人
間
の
よ
う
な
姿
を
し
て
い
る
﹁
ヤ
マ
ノ
ケ
｣(
)
や
︑
山
中
に
響
く
声
で
︑
鉦
の
音
に
似
て
い
る
と
い
う

３

﹁
サ
カ
ブ
｣(
)
の
よ
う
に
︑
ネ
ッ
ト
上
で
は
都
市
部
だ
け
で
は
な
く
︑
日
常
の
生
活
圏
か
ら
離
れ
た
よ
う
に
見
え
る
﹁
山
﹂
を
舞
台
に

４

し
た
怪
談
は
盛
ん
で
あ
る
︒
し
か
し
ネ
ッ
ト
上
の
そ
れ
ら
の
話
が
︑
ど
こ
ま
で
も
創
作
の
可
能
性
を
免
れ
な
い
の
に
対
し
て
︑
田
中

が
採
集
し
た
先
の
話
は
︑
少
な
く
と
も
体
験
者
に
と
っ
て
は
リ
ア
ル
な
現
象
な
の
で
あ
る
︒
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と
こ
ろ
で
話
者
は
︑
自
ら
の
遭
遇
し
た
﹁
若
い
見
知
ら
ぬ
女
﹂
を
﹁
キ
ツ
ネ
﹂
だ
と
解
釈
し
て
い
た
︒
こ
の
側
面
だ
け
を
見
る
と
︑

こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︑
化
か
さ
れ
話
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
こ
の
﹁
女
﹂
が
﹁
子
供
が
生
ま
れ
そ
う

で
﹂
と
う
っ
た
え
か
け
る
と
こ
ろ
に
着
目
す
る
と
︑﹁
山
姥
﹂
の
お
産
を
助
け
る
と
い
う
昔
話
の
パ
タ
ー
ン
に
も
酷
似
し
て
く
る
(

)
︒

５

ま
た
︑
尋
常
で
は
な
い
口
の
裂
け
か
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
は
︑
次
の
よ
う
な
目
撃
譚
を
想
起
さ
せ
る
︒

熊
野
の
山
中
に
︑
長
八
尺
ば
か
り
な
る
女
の
屍
あ
り
︒
髪
は
長
く
し
て
距
に
至
る
︒
口
は
耳
の
あ
た
り
ま
で
さ
け
︑
目
も
普

通
よ
り
は
お
お
き
な
り
し
と
ぞ
(

)
︒

６

八
尺
︵
約
二
四
〇
セ
ン
チ
︶
の
大
女
の
死
骸
︒
江
戸
後
期
の
随
筆
﹃
秉
穂
録
﹄
に
は
︑
こ
れ
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
も
し
﹁
女
﹂

が
死
体
と
な
っ
て
山
道
で
発
見
さ
れ
た
と
す
れ
ば
︑
驚
き
の
印
象
も
含
め
て
︑
こ
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒
山
の
中
に
は
︑﹁
人
﹂
の
形
を
し
た
モ
ノ
が
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
︒
そ
し
て
そ
れ
は
︑
偶
然
に
目
撃
さ
れ
る
ば

か
り
で
は
な
く
︑
ま
た
し
ば
し
ば
人
間
の
世
界
と
交
渉
を
持
ち
︑
人
間
自
体
が
山
に
入
っ
て
な
る
も
の
と
も
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
︒

本
稿
で
は
︑
こ
う
し
た
山
の
怪
異
・
妖
怪
現
象
︑
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
﹁
山
人
｣(
)
と
総
称
さ
れ
る
も
の
に
着
目
し
︑﹁
山
人
﹂

７

の
視
点
︑﹁
山
人
﹂
に
遭
遇
す
る
里
人
の
視
点
︑
そ
し
て
そ
れ
ら
を
分
析
す
る
研
究
者
の
視
点
を
交
差
さ
せ
な
が
ら
︑﹁
山
人
﹂
現
象

の
成
立
条
件
を
探
る
も
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
筆
者
は
先
に
﹁
体
験
者
に
と
っ
て
は
リ
ア
ル
な
現
象
﹂
と
述
べ
て
お
い
た
︒
し
か
し
こ
の
﹁
リ
ア
ル
﹂
と
い
う
言
葉
は

難
し
い
︒
永
井
晋
は
﹁
神
と
妖
怪
の
現
象
学
﹂
で
︑﹁
妖
怪
が
あ
る
種
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
現
れ
て
い
る
︑
そ
の
事
実
だ
け
を
手
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が
か
り
に
妖
怪
の
現
象
学
を
試
み
る
こ
と
が
可
能
な
は
ず
で
あ
る
｣(
)
と
述
べ
︑
井
上
円
了
と
柳
田
國
男
︑
そ
し
て
折
口
信
夫
の
著

８

作
を
参
照
し
な
が
ら
︑﹁
志
向
性
の
光
の
あ
た
ら
な
い
不
可
視
の
生
の
現
象
｣(
)
と
し
て
妖
怪
の
正
体
を
規
定
し
て
い
る
︒
こ
こ
で

９

不
可
視
の
生
と
は
︑
具
体
的
な
姿
や
形
を
と
も
な
っ
た
形
象
と
し
て
現
象
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
妖
怪
は

一
方
で
︑﹁
想
像
力
と
い
う
再
現
前
化
す
る
志
向
が
形
象
を
与
え
た
も
の
｣(
)
と
も
さ
れ
て
い
る
︒
現
象
学
的
に
解
明
さ
れ
た
妖
怪

10

と
は
︑
要
す
る
に
形
を
持
ち
つ
つ
持
た
な
い
︑
と
い
う
曖
昧
な
様
態
を
と
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
れ
だ

け
で
は
︑
具
体
的
な
個
々
の
妖
怪
現
象
が
︑
い
か
に
そ
の
よ
う
な
形
態
を
と
っ
て
い
る
か
と
い
う
解
明
に
は
届
か
な
い
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒

た
と
え
ば
﹃
山
怪
﹄
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
︑﹁
キ
ツ
ネ
﹂
で
も
あ
り
﹁
女
﹂
で
も
あ
る
も
の
が
語
ら
れ
て
い
る
し
︑
山
中
の
女
の
死
骸

は
︑
通
常
の
そ
れ
か
ら
し
て
︑
と
て
も
大
き
く
︑
口
が
耳
ま
で
裂
け
て
い
た
︒
こ
れ
ら
の
現
象
に
共
通
す
る
こ
と
は
︑﹁
人
﹂
で
あ
っ

て
﹁
人
﹂
で
は
な
い
︑
と
い
う
振
幅
の
存
在
で
あ
る
︒
そ
れ
は
想
像
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
想
像
さ
れ
た
何
か
に
似
て
い

る
と
同
時
に
︑
異
な
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
︒﹁
妖
怪
の
現
象
学
﹂
は
︑
哲
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
の
妖
怪
研
究
と
し
て
貴
重
な
も
の

だ
が
︑
そ
の
後
に
深
め
ら
れ
て
は
い
な
い
︒
本
稿
の
も
う
一
つ
の
目
的
は
︑﹁
似
て
は
い
る
が
︑
異
な
る
﹂
と
い
う
こ
の
現
象
様
態
に

着
目
し
︑
こ
れ
ま
で
の
妖
怪
学
︑
お
よ
び
民
俗
学
的
な
妖
怪
研
究
に
も
立
ち
返
り
な
が
ら
︑
あ
ら
た
め
て
妖
怪
現
象
の
本
質
を
問
う

こ
と
で
も
あ
る
︒
具
体
的
に
は
︑
井
上
円
了
︵
一
八
五
八
︱
一
九
一
九
︶
と
柳
田
國
男
︵
一
八
七
五
︱
一
九
六
二
︶︑
そ
し
て
﹁
山
人
﹂

を
め
ぐ
っ
て
柳
田
と
論
争
し
た
南
方
熊
楠
︵
一
八
六
七
︱
一
九
四
一
︶
の
思
想
を
手
が
か
り
に
す
る
こ
と
に
な
る
︒

２
．
｢山
人
｣へ
の
／
か
ら
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ

妖
怪
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
︑
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
近
年
の
民
俗
学
に
お
い
て
︑
妖
怪
の
非
実
在
・
実
在
と
超
自
然
性
が
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問
わ
れ
る
と
き
︑
そ
れ
は
研
究
者
の
持
つ
﹁
妖
怪
は
非
実
在
的
で
あ
り
︑
超
自
然
的
な
も
の
だ
﹂
と
い
う
存
在
論
的
前
提
と
︑
伝
承

者
に
お
け
る
﹁
妖
怪
は
実
在
で
あ
り
︑
自
然
的
な
も
の
だ
﹂
と
い
う
そ
れ
と
の
齟
齬
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
(

)
︒
ま

11

た
︑
そ
う
し
た
問
題
提
起
を
受
け
て
︑
研
究
者
の
生
き
る
近
代
科
学
的
世
界
と
︑
伝
承
者
が
生
き
て
い
る
世
界
と
い
う
複
数
の
リ
ア

リ
テ
ィ
を
往
還
す
る
研
究
ス
タ
イ
ル
の
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
(

)
︒
し
か
し
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑﹁
山
人
﹂
に
関
し
て

12

は
︑
他
な
ら
ぬ
そ
れ
に
﹁
成
る
﹂
可
能
性
を
持
ち
つ
つ
︑
人
間
の
世
界
に
戻
っ
て
き
た
人
々
と
︑﹁
山
人
﹂
と
も
は
や
﹁
成
り
切
っ
て
﹂

し
ま
っ
た
モ
ノ
た
ち
と
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
語
り
が
︑
と
も
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
柳
田
は
︑﹁
山
人
﹂
に
つ
い

て
集
中
的
に
考
察
し
た
﹃
山
の
人
生
﹄︵
一
九
二
六
︶
の
冒
頭
で
︑
山
中
に
入
り
な
が
ら
も
そ
の
生
活
か
ら
里
へ
降
り
て
き
た
人
間
に

着
目
し
て
い
る
︒

こ
れ
は
以
前
新
渡
戸
博
士
か
ら
聴
い
た
こ
と
で
︑
や
は
り
少
し
も
作
り
事
ら
し
く
な
い
話
で
あ
る
︒
陸
中
二
戸
郡
の
深
山
で

狩
人
が
猟
に
入
っ
て
野
宿
を
し
て
い
る
と
︑
不
意
に
奥
か
ら
出
て
き
た
人
が
あ
っ
た
︒

よ
く
見
る
と
数
年
前
に
︑
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
た
村
の
小
学
教
員
で
あ
っ
た
︒
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
山
に
入
り
た
く
な
っ

て
家
を
飛
び
出
し
︑
ま
る
き
り
平
地
の
人
と
違
っ
た
生
活
を
し
て
︑
ほ
と
ん
と
仙
人
に
な
り
か
け
て
い
た
の
だ
が
︑
あ
る
時
こ

の
辺
で
マ
タ
ギ
の
者
の
昼
弁
当
を
見
つ
け
て
喰
っ
た
と
こ
ろ
が
急
に
穀
物
が
恋
し
く
な
っ
て
︑
次
第
に
山
の
中
に
住
む
こ
と
が

嫌
に
な
り
︑
人
が
懐
し
く
て
と
う
と
う
出
て
来
た
と
い
っ
た
そ
う
で
あ
る
︒
そ
の
後
の
様
子
は
今
で
は
も
う
何
人
に
も
問
う
こ

と
が
で
き
ぬ
(

)
︒

13

今
一
人
の
少
年
は
ま
る
三
年
の
間
︑
父
と
た
だ
二
人
で
深
山
の
中
に
住
ん
で
い
た
︒
ど
う
し
て
出
て
来
た
の
か
は
︑
こ
の
話
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を
し
た
二
宮
徳
君
も
知
ら
な
か
っ
た
が
︑
と
に
か
く
に
三
年
の
間
は
︑
火
と
い
う
も
の
を
用
い
な
か
っ
た
と
語
っ
た
そ
う
で
あ

る
︒
食
物
は
こ
と
ご
と
く
生
で
食
べ
た
︒
小
さ
な
弓
を
造
っ
て
鳥
や
魚
を
射
て
捕
え
る
こ
と
を
︑
父
か
ら
教
え
ら
れ
た
︒
冬
は

草
の
根
を
掘
っ
て
食
べ
た
が
︑
そ
の
中
に
は
い
た
っ
て
味
の
佳
い
も
の
も
あ
り
︑
年
中
食
物
に
は
い
さ
さ
か
の
不
自
由
も
し
な

か
っ
た
︒
衣
服
は
寒
く
な
る
と
小
さ
な
獣
の
皮
に
︑
木
の
葉
な
ど
を
綴
っ
て
着
た
と
い
う
︵
後
略
)(
)
︒

14

前
者
は
あ
る
事
情
で
山
に
入
り
︑
弁
当
を
盗
ん
で
食
べ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
人
里
恋
し
く
な
り
︑
狩
人
の
前
に
姿
を
現
し
た
と

い
う
元
小
学
教
員
で
あ
り
︑後
者
は
感
化
院
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
少
年
で
あ
る
︒
両
者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
︑平
地
に
暮
ら
す
人
々

と
全
く
異
な
る
生
活
を
し
て
生
き
て
い
け
た
こ
と
で
あ
る
︒
元
小
学
教
員
は
﹁
仙
人
に
な
り
か
け
﹂
て
い
た
し
︑
少
年
は
﹁
年
中
食

物
に
は
い
さ
さ
か
の
不
自
由
も
し
な
﹂
い
暮
ら
し
を
し
て
い
た
︒
も
し
︑
そ
の
ま
ま
山
中
で
生
活
を
続
け
よ
う
と
す
れ
ば
︑
可
能
だ
っ

た
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
一
方
で
は
︑
彼
ら
は
山
中
で
も
人
間
的
な
感
覚
を
失
わ
な
か
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
自
ら
里
に
降
り
︑
ま
た

保
護
を
受
け
た
と
も
い
え
よ
う
︒
と
こ
ろ
が
︑
山
中
に
そ
の
ま
ま
棲
み
つ
き
︑
そ
の
連
れ
合
い
の
み
が
人
間
性
を
失
わ
な
か
っ
た
と

い
う
例
も
あ
る
︒
た
と
え
ば
﹃
遠
野
物
語
﹄︵
一
九
一
〇
︶
の
次
の
よ
う
な
話
︒

六

遠
野
郷
に
て
は
豪
農
の
こ
と
を
今
で
も
長
者
と
い
う
︒
青
笹
村
大
字
糠
前
の
長
者
の
娘
︑
ふ
と
物
に
取
り
隠
さ
れ
て
年

久
し
く
な
り
し
に
︑
同
じ
村
の
何
某
と
い
う
猟
師
︑
あ
る
日
山
に
入
り
て
一
人
の
女
に
遭
う
︒
怖
ろ
し
く
な
り
て
こ
れ
を
撃
た

ん
と
せ
し
に
︑
何
お
じ
で
は
な
い
か
︑
ぶ
つ
な
と
い
う
︒
驚
き
て
よ
く
見
れ
ば
か
の
長
者
の
ま
な
娘
な
り
︒
何
ゆ
え
に
こ
ん
な

処
に
は
お
る
ぞ
と
問
え
ば
︑
あ
る
物
に
取
ら
れ
て
今
は
そ
の
妻
と
な
れ
り
︒
子
も
あ
ま
た
生
み
た
れ
ど
︑
す
べ
て
夫
が
食
い
尽

く
し
て
一
人
か
く
の
ご
と
く
あ
り
︒
お
の
れ
は
こ
の
地
に
一
生
涯
を
送
る
こ
と
な
る
べ
し
︒
人
に
も
言
う
な
︒
御
身
も
危
う
け
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れ
は
迅
く
帰
れ
と
い
う
ま
ま
に
︑
そ
の
在
所
を
も
問
い
明
ら
め
ず
し
て
逃
げ
遁
れ
り
と
い
う
(

)
︒

15

七

上
郷
村
の
民
家
の
娘
︑
栗
を
拾
い
に
山
に
入
り
た
る
ま
ま
帰
り
来
ら
ず
︒
家
の
者
は
死
し
た
る
な
ら
ん
と
思
い
︑
女
の

し
た
る
枕
を
形
代
と
し
て
葬
式
を
執
り
行
い
︑
さ
て
二
三
年
を
過
ぎ
た
り
︒
し
か
る
に
そ
の
村
の
者
猟
を
し
て
五
葉
山
の
腰
の

あ
た
り
に
入
り
し
に
︑
大
な
る
岩
の
蔽
い
か
か
り
て
岩
窟
の
よ
う
に
な
れ
る
と
こ
ろ
に
て
︑
は
か
ら
ず
こ
の
女
に
逢
い
た
り
︒

互
い
に
打
ち
驚
き
︑
い
か
に
し
て
か
か
る
山
に
は
お
る
か
と
問
え
ば
︑
女
の
曰
く
︑
山
に
入
り
て
恐
ろ
し
き
人
に
さ
ら
わ
れ
︑

こ
ん
な
所
に
来
る
な
り
︒
逃
げ
て
帰
ら
ん
と
思
え
ど
些
の
隙
も
な
し
と
の
こ
と
な
り
︒
そ
の
人
は
い
か
な
る
人
か
と
問
う
に
︑

自
分
に
は
並
の
人
間
に
見
ゆ
れ
ど
︑
た
だ
丈
き
わ
め
て
高
く
眼
の
色
少
し
凄
し
と
思
わ
る
︒
子
供
も
幾
人
か
生
み
た
れ
ど
︑
我

に
似
ざ
れ
ば
わ
が
子
に
は
あ
ら
ず
と
い
い
て
食
う
に
や
殺
す
に
や
︑
皆
い
ず
れ
か
に
持
ち
去
り
て
し
ま
う
な
り
と
い
う
︒
ま
こ

と
に
我
々
と
同
じ
人
間
か
と
押
し
返
し
て
問
え
ば
︑
衣
類
な
ど
も
世
の
常
な
れ
ど
︑
た
だ
眼
の
色
少
し
違
え
り
︵
後
略
)(
)
︒

16

﹁
六
﹂
の
事
例
で
は
︑
長
者
の
愛
娘
を
取
り
隠
す
の
は
﹁
物
﹂
で
あ
る
︒
娘
は
﹁
物
﹂
の
妻
と
な
り
︑
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

子
供
も
産
ま
れ
た
が
︑﹁
す
べ
て
夫
が
食
い
尽
く
し
て
﹂
し
ま
う
︒
そ
し
て
猟
場
で
出
会
っ
た
叔
父
に
対
し
て
︑
娘
は
警
告
す
る
︒
そ

れ
は
︑
も
し
見
つ
か
れ
ば
叔
父
も
食
い
殺
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
よ
う
︒
ま
た
︑﹁
七
﹂
で
は
や
は
り
民
家
の
娘

が
栗
拾
い
に
山
に
入
っ
て
死
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
︑
葬
式
ま
で
取
り
行
わ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
女
は
﹁
恐
ろ
し
き
人
﹂
に
さ
ら
わ
れ

て
そ
の
妻
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
︒
や
は
り
こ
の
ケ
ー
ス
で
も
二
人
の
間
に
産
ま
れ
た
子
供
た
ち
は
︑
夫
が
﹁
我
に
似
ざ
れ
ば

わ
が
子
に
は
あ
ら
ず
﹂
と
い
い
︑﹁
食
う
に
や
殺
す
に
や
︑
い
ず
れ
か
へ
持
ち
去
り
て
﹂
し
ま
う
︒
こ
こ
で
は
︑
子
供
た
ち
は
食
わ
れ

た
り
殺
さ
れ
た
り
し
て
い
る
と
は
確
言
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
女
の
口
ぶ
り
か
ら
は
︑
子
供
の
行
く
末
が
陰
惨
な
も
の
で
あ
ろ
う
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こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
猟
師
が
﹁
ま
こ
と
に
我
々
と
同
じ
人
間
か
﹂
と
問
い
返
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
留
意
し
よ
う
︒
猟

師
に
と
っ
て
は
︑
た
と
え
里
人
に
死
ん
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
︑
自
分
と
言
葉
を
交
わ
し
て
い
る
女
は
︑
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
ま
だ
﹁
人
間
﹂
だ
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
そ
の
夫
は
﹁
丈
き
わ
め
て
高
く
眼
の
色
少
し
も
の
凄
し
と
思
わ
る
﹂
と
い
う
女

の
言
葉
や
︑
自
分
の
子
供
を
ど
こ
か
へ
連
れ
さ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
挙
動
か
ら
︑
と
て
も
﹁
人
間
﹂
と
は
思
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
︒
す
な
わ
ち
︑
猟
師
か
ら
す
れ
ば
︑
女
は
ま
だ
﹁
人
間
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
に
対
し
て
女
の
語
る
﹁
恐
ろ
し
き
人
﹂
は
︑
も
は
や
﹁
非

人
間
﹂
な
の
で
あ
る
︒
も
し
︑
こ
の
女
も
長
く
山
中
に
と
ど
ま
り
︑
こ
の
﹁
非
人
間
﹂
と
と
も
に
暮
ら
し
続
け
る
の
な
ら
ば
︑
女
も

や
が
て
は
﹁
非
人
間
﹂
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
逃
げ
出
せ
る
隙
も
な
い
こ
と
に
お
い
て
︑
も
は
や
女
も
そ
の
域
に
足

を
踏
み
入
れ
つ
つ
あ
る
︒

非
人
間
と
し
て
の
﹁
山
人
﹂︒
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
﹃
遠
野
物
語
﹄
か
ら
の
事
例
は
︑
そ
の
様
態
を
鮮
明
に
示
し
て
い
る
︒

三

山
々
の
奥
に
は
山
人
住
め
り
︒
栃
内
村
和
野
の
佐
々
木
嘉
兵
衛
と
い
う
人
は
今
も
七
十
余
に
て
生
存
せ
り
︒
こ
の
翁
若

か
り
し
頃
猟
を
し
て
山
奥
に
入
り
し
に
︑
遥
か
な
る
岩
の
上
に
美
し
き
女
一
人
あ
り
て
︑
長
き
黒
髪
を
梳
り
て
い
た
り
︒
顔
の

色
き
わ
め
て
白
し
︒
不
敵
の
男
な
れ
ば
直
ち
に
銃
を
差
し
向
け
て
打
ち
放
せ
し
に
弾
に
応
じ
て
倒
れ
た
り
︒
そ
こ
に
馳
せ
付
け

て
見
れ
ば
︑
身
の
丈
高
き
女
に
て
︑
解
き
た
る
黒
髪
は
ま
た
そ
の
た
け
よ
り
も
長
か
り
き
︒
後
の
験
に
せ
ば
や
と
思
い
て
そ
の

髪
を
い
さ
さ
か
切
り
と
り
︑
こ
れ
を
綰
ね
て
懐
に
入
れ
︑
や
が
て
家
路
に
向
い
し
に
︑
道
の
程
に
て
耐
え
が
た
く
睡
眠
を
催
し

け
れ
ば
︑
し
ば
ら
く
物
陰
に
立
ち
寄
り
て
ま
ど
ろ
み
た
り
︒
そ
の
間
夢
と
現
と
の
境
の
よ
う
な
る
時
に
︑
こ
れ
も
丈
の
高
き
男

一
人
近
寄
り
て
懐
中
に
手
を
差
し
入
れ
︑
か
の
綰
ね
た
る
黒
髪
を
取
り
返
し
立
ち
去
る
と
見
れ
ば
た
ち
ま
ち
睡
は
覚
め
た
り
︒

山
男
な
る
べ
し
と
い
え
り
(

)
︒

17
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四

山
口
村
の
吉
兵
衛
と
い
う
家
の
主
人
︑
根
子
立
と
い
う
山
に
入
り
︑
笹
を
苅
り
て
束
と
な
し
担
ぎ
て
立
ち
上
が
ら
ん
と

す
る
時
︑
笹
原
の
上
を
風
の
吹
き
渡
る
に
心
付
き
て
見
れ
ば
︑
奥
の
方
な
る
林
の
中
よ
り
若
き
女
の
穉
児
を
負
い
た
る
が
笹
原

の
上
を
歩
み
て
こ
ち
ら
へ
来
る
な
り
︒
き
わ
め
て
あ
で
や
か
な
る
女
に
て
︑
こ
れ
も
長
き
黒
髪
を
垂
れ
た
り
︒
児
を
結
び
付
け

た
る
紐
は
藤
の
蔓
に
て
︑
着
た
る
衣
類
は
世
の
常
の
縞
物
な
れ
ど
︑
裾
の
あ
た
り
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
敗
れ
た
る
を
︑
い
ろ
い
炉
の
木

の
葉
な
ど
を
添
え
て
綴
り
た
り
︒
足
は
地
に
着
く
と
も
覚
え
ず
︑
事
も
な
げ
に
こ
ち
ら
に
近
よ
り
︑
男
の
す
ぐ
前
を
通
り
て
何

方
へ
行
き
過
ぎ
た
り
︒
こ
の
人
は
そ
の
折
の
怖
ろ
し
さ
よ
り
煩
い
は
じ
め
て
︑
久
し
く
病
み
て
あ
り
し
が
︑
近
き
頃
亡
せ
た

り
(

)
︒

18

﹁
三
﹂
の
事
例
は
﹃
遠
野
物
語
﹄
に
お
い
て
﹁
山
人
﹂
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
そ
の
冒
頭
に
お
か
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
山
奥
で
猟
師
の

佐
々
木
が
遭
遇
し
た
女
は
︑
き
わ
め
て
色
白
で
︑
自
分
の
背
丈
よ
り
も
長
い
黒
髪
を
梳
っ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
女
と
の
会
話
は
な
く
︑

猟
師
は
す
ぐ
さ
ま
猟
銃
で
女
を
射
殺
す
る
︒
そ
し
て
黒
髪
の
一
部
を
証
拠
に
て
懐
中
に
収
め
る
が
︑
帰
路
︑
激
し
い
睡
魔
に
襲
わ
れ
︑

﹁
夢
と
現
と
の
境
よ
う
な
る
時
﹂
に
︑﹁
山
男
﹂
に
よ
っ
て
黒
髪
を
奪
い
返
さ
れ
る
︒﹁
四
﹂
に
お
い
て
も
︑
山
奥
で
遭
遇
し
た
女
と
の

会
話
は
一
切
な
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
場
合
︑
子
供
を
お
ぶ
っ
た
女
の
服
装
は
里
の
も
の
と
変
わ
ら
ず
︑
た
だ
裾
の
修
繕
の
後
か
ら
︑

長
い
期
間
が
経
っ
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
が
︑
背
丈
に
関
す
る
記
述
は
な
く
︑﹁
き
わ
め
て
あ
で
や
か
な
女
に
て
︑
こ
れ
も
長
き

黒
髪
を
垂
れ
た
り
﹂
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
︒
も
し
︑
こ
の
女
が
何
か
の
事
情
で
山
の
中
に
入
り
︑﹁
六
﹂
や
﹁
七
﹂
の
よ
う
に
山
の
非

人
間
的
な
﹁
恐
ろ
し
い
人
﹂
の
妻
に
な
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
し
た
ら
︑
ま
だ
﹁
人
間
﹂
と
し
て
こ
ち
ら
も
会
話
を
交
わ
す
余
地
が
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
こ
の
女
に
遭
遇
し
た
﹁
吉
兵
衛
と
い
う
家
の
主
人
﹂
は
︑
そ
の
折
の
恐
怖
か
ら
不
治
の
病
に
か
か
っ
て
い
る

の
で
あ
る
︒
た
だ
の
人
間
の
女
と
出
会
っ
た
の
で
あ
れ
ば
︑こ
れ
ほ
ど
の
恐
怖
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
女
の
遭
遇
に
先
立
ち
︑
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実
は
異
様
な
気
配
が
あ
っ
た
こ
と
も
注
目
し
て
良
い
︒
そ
れ
は
﹁
笹
原
の
上
を
風
が
吹
き
渡
る
﹂
と
語
ら
れ
て
い
る
︒
林
の
中
か
ら

現
れ
た
幼
児
を
背
負
っ
た
女
が
﹁
足
は
地
に
着
く
と
も
覚
え
ず
﹂
と
そ
の
歩
み
を
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
︑
や
は

り
人
間
で
は
な
い
も
の
と
認
知
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
も
し
こ
の
吉
兵
衛
の
主
人
も
︑こ
の
と
き
に
猟
銃
を
携
え
て
い
れ
ば
︑佐
々

木
嘉
兵
衛
の
よ
う
に
女
を
撃
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

背
丈
が
高
く
色
白
で
黒
髪
の
異
様
に
長
い
女
や
︑
笹
原
の
風
の
気
配
と
と
も
に
現
れ
る
女
は
︑﹁
山
女
﹂
と
し
て
猟
師
の
側
か
ら
す

れ
ば
﹁
人
間
﹂
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
て
山
の
中
に
入
っ
た
女
が
﹁
人
間
﹂
か
ら
﹁
非
人
間
﹂
に
変
容
し
つ
つ

も
︑
﹁
人
間
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
る
場
合
も
あ
る
︒
天
野
信
景
に
よ
る
﹃
塩
尻
﹄
︵
一
七
八
二
︶
と
い
う
随
筆
に
︑
次
の
よ
う
な
話

が
あ
る
︒癸

卯
秋
の
頃
尾
城
北
小
木
村
春
日
井
郡
の
民
語
り
し
︒
十
八
年
前
︑
処
民
の
妻
産
し
て
後
心
み
だ
れ
︑
迷
出
て
行
方
な
く
失

せ
し
が
こ
の
秋
家
に
帰
る
︒
其
さ
ま
裸
に
し
て
草
葉
を
腰
に
ま
と
ひ
︑
髪
赤
く
つ
く
も
の
如
く
︑
眼
大
に
身
骨
立
て
す
さ
ま
じ

き
姿
也
︒
久
し
く
家
を
離
れ
し
が
さ
る
に
て
も
恋
し
く
帰
侍
る
よ
し
と
い
へ
ど
︑
夫
も
興
覚
め
物
お
そ
ろ
し
く
て
︑
家
に
も
あ

ら
れ
ず
逃
出
て
︑
友
な
る
処
へ
行
し
か
ぐ
と
語
る
︒
是
を
聞
い
て
一
村
の
者
集
ま
り
見
る
︑
と
か
く
家
に
は
叶
う
ま
じ
︑
出
て

ゆ
け
と
い
ふ
に
︑
女
は
打
う
ら
み
︑
我
む
か
し
家
を
出
し
後
夢
の
ご
と
く
う
か
れ
︑
山
に
入
り
て
け
ふ
ま
で
有
り
し
︑
つ
れ
な

く
い
と
へ
る
口
惜
︑
い
か
で
か
ゝ
る
所
に
有
べ
き
と
て
︑
走
り
出
し
路
に
猟
師
の
居
し
が
︑
其
さ
ま
異
に
し
て
い
ぶ
せ
か
り
し

か
ば
︑
銕
炮
を
以
て
打
殺
す
べ
し
と
て
煙
薬
取
出
す
を
︑
女
風
の
如
く
馳
来
り
︑
猟
師
が
手
を
と
ら
へ
︑
我
を
殺
す
べ
き
し
た

く
ご
ざ
ん
な
れ
︑
我
は
此
里
何
某
が
妻
な
り
︑
か
ゝ
る
こ
と
に
て
出
し
が
家
に
帰
り
し
を
︑
い
ぶ
か
り
追
出
し
せ
し
と
始
終
を

語
り
︑
た
と
ひ
銃
火
猛
な
り
と
も
豈
我
死
す
べ
き
や
︒
是
を
見
よ
︑
先
に
銃
玉
に
あ
た
り
し
跡
な
り
と
て
︑
胸
を
開
き
見
す
る
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に
黒
点
数
多
あ
り
︒
猟
師
云
︑
い
ず
く
に
住
み
何
を
か
色
せ
る
︑
多
の
年
月
を
過
し
も
疑
は
し
と
い
ふ
に
︑
女
云
︑
我
う
か
れ

出
し
後
は
う
つ
ゝ
な
く
山
よ
り
山
に
入
り
し
に
︑
人
心
地
付
て
物
ほ
し
か
り
し
か
ば
︑
虫
を
捕
へ
喰
ひ
し
が
事
足
ら
ぬ
様
に
覚

し
か
ば
︑
狐
狸
見
る
に
随
ひ
と
ら
へ
引
き
さ
き
て
食
と
せ
し
︑
力
尽
き
て
寒
き
と
も
物
ほ
し
き
と
も
思
は
ず
︑
月
日
を
山
上
谷

下
に
送
る
と
云
︑
猟
師
︑
さ
れ
ば
こ
そ
妖
魅
の
お
そ
ろ
し
き
者
な
り
と
お
も
ひ
し
か
ば
︑
急
ぎ
立
ち
去
り
か
へ
り
見
れ
ば
︑
髪

空
た
ち
て
は
し
る
事
獣
の
ご
と
く
︑
山
に
分
入
り
し
所
に
は
其
レ
が
妻
こ
そ
山
姥
な
り
し
と
て
雷
同
動
し
て
語
る
と
い
ふ
(

)
︒

19

引
用
を
省
略
し
な
か
っ
た
の
は
︑
こ
こ
に
は
普
通
の
人
間
が
山
に
入
っ
て
﹁
山
姥
﹂
に
な
る
プ
ロ
セ
ス
が
︑﹁
山
姥
﹂
の
視
点
か
ら

語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
表
面
的
に
こ
の
事
例
を
見
る
な
ら
ば
︑
産
後
の
女
性
が
精
神
異
常
を
き
た
し
て
山
に
入
り
︑
長
い
月

日
の
の
ち
に
︑
猟
師
に
対
し
て
自
ら
の
身
の
上
を
語
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
最
初
は
山
中
で
虫
を
食
べ
て
い
た
が
飽

き
足
ら
な
く
な
り
︑
や
が
て
は
狐
や
狸
と
い
う
野
生
動
物
を
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
変
化
は
︑
す
で
に
引
用
し
た
﹃
山
の
人

生
﹄
に
お
け
る
感
化
院
の
少
年
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
想
起
さ
せ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
女
は
﹃
遠
野
物
語
﹄
の
女
た
ち
の
よ
う
に
︑
何
者
か

に
連
れ
去
ら
れ
て
そ
の
妻
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒﹃
塩
尻
﹄の
こ
の
女
は
︑
や
は
り
人
恋
し
く
な
り
家
に
帰
っ
た
と
き
は﹁
其

さ
ま
裸
に
し
て
草
葉
を
腰
に
ま
と
ひ
︑
髪
赤
く
つ
く
も
の
如
く
︑
眼
大
に
骨
身
立
て
す
さ
ま
じ
き
姿
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
自
ら
を
射

殺
し
よ
う
と
す
る
猟
師
に
対
し
て
︑
銃
弾
で
は
自
分
を
殺
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
語
り
︑
そ
の
証
拠
と
し
て
﹁
胸
開
き
見
す
る
に
黒

点
数
多
﹂と
い
う
銃
痕
を
見
せ
つ
け
る
︒
鉄
砲
な
ん
か
で
は
自
分
は
死
な
な
い
︒
す
で
に
彼
女
は
普
通
の
人
間
で
は
な
い
の
だ
︒﹁
山

姥
﹂
と
語
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
︒

で
は
︑
普
通
の
人
間
が
妖
怪
に
な
っ
て
し
ま
う
と
は
︑
ど
う
い
う
事
態
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
日
常
語
を
手
が
か
り
に
し
て

み
よ
う
︒
た
と
え
ば
﹁
殺
人
鬼
﹂
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒
平
気
で
人
を
殺
す
こ
と
の
で
き
る
人
間
を
︑﹁
鬼
﹂
に
喩
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え
て
表
現
し
た
言
葉
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
い
く
ら
平
気
で
数
人
の
人
間
を
殺
し
た
と
し
て
も
︑
彼
・
彼
女
は
﹁
鬼
﹂
の
よ
う
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
が
︑﹁
鬼
﹂
で
は
な
い
︒
も
し
﹁
鬼
﹂
な
ら
ば
︑
端
的
に
そ
の
よ
う
に
名
指
せ
ば
良
い
の
で
あ
る
︒
し
か
し
彼
・
彼
女

は
﹁
人
間
﹂
で
あ
る
た
め
に
は
︑
あ
ま
り
に
そ
の
行
為
が
﹁
鬼
﹂
に
似
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
﹁
殺
人
鬼
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
︒

な
に
を
あ
た
り
ま
え
な
こ
と
を
︑
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
こ
こ
に
は
﹁
人
間
﹂
と
﹁
妖
怪
﹂
の
関
係
に
つ
い
て
︑
看
過
し

え
な
い
側
面
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
成
る
﹂
こ
と
と
﹁
成
り
き
る
﹂
こ
と
の
差
異
で
あ
る
︒

民
俗
社
会
に
お
い
て
は
︑
動
物
や
植
物
と
い
っ
た
非
人
間
起
源
の
妖
怪
が
あ
る
と
同
時
に
︑
激
し
い
恨
み
を
持
つ
人
間
が
妖
怪
に

化
す
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
(

)
︒
た
と
え
ば
能
の
演
目
に
も
な
っ
て
い
る
﹃
鉄
輪
﹄
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
︒
物
語
の

20

筋
は
︑
京
都
の
貴
船
神
社
に
丑
の
刻
参
り
を
す
る
女
が
︑
社
人
か
ら
の
夢
告
に
よ
っ
て
望
み
通
り
に
﹁
鬼
﹂
に
な
り
︑
先
妻
で
あ
る

女
を
捨
て
た
元
夫
の
妻
も
ろ
と
も
呪
い
殺
す
た
め
に
屋
敷
に
向
か
う
が
︑
陰
陽
師
・
安
倍
晴
明
が
作
っ
た
形
代
の
持
つ
神
力
に
退
け

ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
さ
て
︑
貴
船
神
社
の
夢
告
で
﹁
鬼
﹂
に
成
り
つ
つ
あ
る
女
は
︑
三
つ
の
足
に
火
を
灯
し
た
鉄
輪
︵
五

徳
︶
を
頭
に
被
り
︑
顔
に
丹
を
塗
り
赤
い
着
物
を
着
て
︑
激
し
い
怒
り
の
情
を
持
つ
こ
と
に
な
る
(

)
︒
そ
し
て
形
代
を
自
分
を
裏
切
っ

21

た
男
と
思
い
攻
撃
し
た
女
は
︑﹁
目
に
見
え
ぬ
鬼
｣(
)
と
成
る
の
で
あ
る
︒

22

と
こ
ろ
で
︑
こ
う
し
た
﹁
鬼
﹂
が
立
ち
現
れ
る
能
に
つ
い
て
︑
世
阿
弥
は
﹃
風
姿
花
伝
﹄︵
一
五
世
紀
初
め
頃
︶
の
中
で
﹁
そ
も
そ

も
鬼
の
物
ま
ね
︑
大
き
な
る
大
事
あ
り
︒
よ
く
せ
ん
に
つ
け
て
︑
面
白
か
る
ま
じ
き
道
理
あ
り
︒
恐
ろ
し
き
所
︑
本
意
な
り
︒
恐
ろ

し
き
こ
と
と
面
白
き
と
は
︑
黒
白
の
違
ひ
な
り
︒
さ
れ
ば
︑
鬼
の
面
白
き
と
こ
ろ
あ
ら
ん
為
手
は
究
め
た
る
上
手
と
も
申
す
べ
き

か
｣(
)
と
述
べ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
鬼
の
本
質
︵
本
意
︶
は
恐
ろ
し
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
が
︑
演
者
が
あ
ま
り
に
迫
真
に
満
ち
て

23

﹁
鬼
﹂
を
演
じ
て
し
ま
う
と
︑
そ
れ
は
面
白
い
も
の
で
は
な
く
な
る
︒
観
て
い
て
面
白
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
と
︑
恐
ろ
し
い
と
い
う
こ

と
と
は
︑
異
な
る
の
だ
︒
こ
こ
に
は
︑
二
重
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒﹁
鬼
﹂
に
成
り
き
る
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こ
と
と
︑﹁
鬼
﹂
に
成
り
き
ら
ぬ
こ
と
の
︒
つ
ま
り
︑
演
目
の
中
で
は
ま
さ
に
人
間
は
﹁
鬼
﹂
に
成
り
切
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
︑
演
者

は
﹁
鬼
﹂
に
身
を
寄
せ
つ
つ
も
︑
同
時
に
﹁
鬼
﹂
に
成
り
切
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
も
し
成
り
切
っ
て
し
ま
っ
た
ら
︑
そ
れ

は
演
者
で
は
な
く
︑
恐
ろ
し
い
﹁
鬼
﹂
な
の
で
あ
る
︒
演
者
は
﹁
鬼
﹂
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
︑﹁
鬼
と
し
て
演
ず
る
﹂
パ
ー
ス
ペ

ク
テ
ィ
ブ
を
往
還
す
る
の
で
あ
る
︒

突
然
に
女
を
連
れ
去
り
︑
山
中
で
そ
の
子
供
を
喰
ら
っ
て
し
ま
う
﹁
山
男
﹂
は
も
は
や
﹁
非
人
間
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ブ
か
ら
は
︑
も
は
や
﹁
わ
れ
に
似
ざ
れ
ば
わ
が
子
に
あ
ら
ず
﹂
と
観
え
る
︒
し
か
し
連
れ
去
ら
れ
た
女
は
﹁
非
人
間
﹂
に
な
り

き
ら
ぬ
者
と
し
て
︑
里
人
に
警
告
す
る
︒
一
方
に
お
い
て
︑
も
は
や
﹁
非
人
間
﹂
と
化
し
た
﹁
山
女
﹂
や
﹁
山
男
﹂﹁
山
姥
﹂
は
︑
背

丈
が
異
常
に
高
く
︑
印
象
的
な
黒
髪
を
し
て
い
る
と
同
時
に
︑
弾
丸
を
打
た
れ
て
も
死
な
な
い
ほ
ど
に
﹁
非
人
間
﹂
へ
と
変
容
す
る

場
合
が
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
と
て
も
と
は
︑
産
後
に
精
神
異
常
を
き
た
し
た
﹁
人
間
﹂
だ
っ
た
の
だ
︒

こ
れ
ま
で
検
討
し
た
事
例
に
お
い
て
︑﹁
人
間
﹂
と
﹁
非
人
間
﹂
の
境
界
は
と
て
も
揺
ら
ぎ
や
す
い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
︒

元
来
は
﹁
人
間
﹂
で
あ
っ
た
と
し
て
も
﹁
妖
怪
﹂
に
成
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
れ
ば
︑﹁
妖
怪
﹂
に
成
り
き
ら
ず
里
人
に
身
の
上
を
告

げ
る
場
合
も
あ
る
︒
し
か
も
こ
の
事
は
︑
も
し
山
中
で
長
い
月
日
を
暮
ら
し
︑
植
物
・
虫
・
狐
狸
を
食
べ
て
い
れ
ば
︑
誰
に
も
起
こ

る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
だ
っ
た
︒
わ
れ
わ
れ
は
︑﹁
非
人
間
﹂
と
﹁
人
間
﹂︑
そ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
変
容
を
軸
に
︑
こ
れ
ま
で

﹁
山
人
﹂
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
︒
し
か
し
思
想
史
的
研
究
を
目
的
に
し
て
は
い
な
い
た
め
︑
円
了
の
妖
怪
学
や
柳
田
の
解
釈
に
は

意
図
的
に
触
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
︒
そ
れ
で
は
︑
妖
怪
学
や
民
俗
学
的
な
妖
怪
研
究
を
参
照
し
た
場
合
︑﹁
山
人
﹂
の
立
ち
現
れ
る
条

件
を
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
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３
．
円
了
妖
怪
学
の
｢山
人
｣論

３
︱
１
．
迷
誤
と
連
想
の
妖
怪
現
象

円
了
は
﹃
妖
怪
学
講
義
﹄
の
﹁
第
二

理
学
部
門
﹂﹁
第
五
講

異
人
編
﹂
に
お
い
て
︑﹁
雪
女
﹂
や
﹁
鬼
女
﹂
も
含
め
て
﹁
山
男
﹂

﹁
山
女
﹂﹁
山
姥
﹂
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
る
(

)
︒
し
か
し
そ
れ
は
選
集
版
に
し
て
わ
ず
か
九
ペ
ー
ジ
で
あ
り
︑
こ
れ
ま
で
の
円
了
妖

24

怪
学
に
関
す
る
諸
研
究
に
お
い
て
も
積
極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
形
跡
が
な
い
︒
お
そ
ら
く
そ
れ
は
︑
多
岐
に
わ
た
る
円
了
妖
怪
学

に
お
け
る
一
事
例
と
し
て
の
価
値
し
か
持
た
ず
︑
ま
た
そ
れ
は
過
去
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑

そ
の
内
容
に
触
れ
る
前
に
︑
ま
ず
円
了
に
お
け
る
妖
怪
現
象
に
対
す
る
基
本
的
な
分
析
視
角
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
︒
﹁
妖
怪

の
原
理
を
論
究
し
て
そ
の
現
象
を
説
明
す
る
学
な
り
｣(
)
と
彼
自
身
が
そ
の
目
的
に
つ
い
て
明
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
ま
ず
は
﹁
原

25

理
﹂
を
お
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
︑﹁
現
象
﹂
の
説
明
の
前
提
を
見
失
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
﹁
原
理
﹂
と
言
っ
て
も
や

は
り
そ
の
論
述
は
膨
大
な
も
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
こ
こ
で
は
﹁
妖
怪
は
迷
誤
と
そ
の
意
を
同
じ
く
す
る
｣(
)
と
い
う
言
明
に
注
目

26

し
よ
う
︒

で
は
︑
円
了
の
い
う
﹁
迷
誤
﹂
は
︑
一
体
ど
う
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
拠
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
円
了
は
ま
ず
そ
の
原
因
と
し

て
︑
人
間
の
持
つ
論
理
的
思
考
と
妖
怪
と
の
関
係
に
着
目
し
︑
さ
ら
に
そ
れ
を
部
分
・
全
体
の
関
係
︵
演
繹
︶
と
︑
原
因
・
結
果
の

関
係
︵
帰
納
︶
に
分
節
す
る
︒
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
︒

演
繹
的
妖
怪
は
す
な
わ
ち
演
繹
的
迷
誤
に
し
て
︑
演
繹
法
の
原
理
原
則
た
る
部
分
全
体
の
関
係
を
誤
認
す
る
よ
り
起
こ
る
︒

そ
れ
論
理
の
規
則
に
よ
る
に
︑
全
体
に
お
い
て
真
な
る
こ
と
は
︑
部
分
に
お
い
て
真
な
る
も
︑
部
分
に
お
い
て
真
な
る
こ
と
は
︑

必
ず
し
も
全
体
に
お
い
て
真
な
る
に
あ
ら
ず
︒
し
か
る
に
世
人
は
往
々
︑
部
分
と
全
体
と
を
同
一
視
し
︑
は
な
は
だ
し
き
に
至
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り
て
は
︑
甲
の
一
部
分
を
見
て
︑
こ
れ
と
全
く
関
係
な
き
乙
の
一
部
分
を
も
定
む
る
が
ご
と
き
こ
と
多
し
︒
こ
れ
論
理
の
い
わ

ゆ
る
虚
偽
︑
過
失
の
起
こ
る
ゆ
え
ん
に
し
て
︑
妖
怪
の
起
こ
る
も
ま
た
こ
れ
に
も
と
づ
く
︒
例
え
ば
︑
万
有
の
一
部
分
な
る
人

間
に
霊
魂
あ
る
を
見
て
︑
日
月
の
ご
と
き
︑
星
辰
の
ご
と
き
︑
山
川
草
木
の
ご
と
き
︑
そ
の
他
万
有
こ
と
ご
と
く
霊
魂
あ
り
と

論
定
し
︑
あ
る
い
は
宇
宙
の
一
部
分
た
る
天
界
に
変
異
あ
る
を
見
て
︑
他
の
一
部
分
た
る
人
界
に
も
ま
た
変
異
あ
る
べ
し
と
論

定
し
︑
あ
る
い
は
今
年
某
月
某
日
に
災
難
あ
る
を
見
て
︑
こ
れ
と
全
く
関
係
な
き
来
年
同
月
同
日
に
も
ま
た
災
難
あ
る
べ
し
と

論
定
す
る
が
ご
と
き
は
︑
こ
れ
み
な
演
繹
論
法
に
属
す
る
一
種
の
迷
誤
と
称
す
る
も
不
可
な
る
こ
と
な
し
︒
世
間
の
い
わ
ゆ
る

妖
怪
は
︑
多
く
こ
の
類
な
り
(

)
︒

27

論
理
の
過
失
中
︑
原
因
結
果
の
関
係
よ
り
生
ず
る
誤
謬
︑
す
な
わ
ち
予
が
い
わ
ゆ
る
帰
納
的
妖
怪
は
︑
種
々
の
妖
怪
を
生
ず

る
主
因
な
り
︒
そ
も
そ
も
原
因
結
果
は
︑
相
対
性
の
関
係
に
し
て
︑
決
し
て
そ
の
も
の
に
固
有
せ
る
も
の
に
あ
ら
ず
︒
一
原
因

に
し
て
あ
る
い
は
結
果
と
な
り
︑
一
結
果
に
し
て
あ
る
い
は
原
因
と
な
る
こ
と
あ
り
︑
こ
れ
を
も
っ
て
そ
の
関
係
を
考
定
す
る

に
︑
多
く
迷
誤
を
生
じ
や
す
し
︒
ま
た
︑
原
因
結
果
は
必
ず
し
も
単
純
な
る
も
の
に
あ
ら
ず
︒
あ
る
い
は
異
な
り
た
る
原
因
に

よ
り
同
じ
き
結
果
を
生
ず
る
こ
と
あ
り
︑
あ
る
い
は
あ
ま
た
の
原
因
相
合
し
て
一
結
果
を
生
ず
る
こ
と
あ
り
︑
あ
る
い
は
一
原

因
に
よ
り
て
同
時
に
諸
結
果
を
生
ず
る
こ
と
あ
り
︒
原
因
に
も
近
因
あ
り
︑
疎
因
あ
り
︑
主
因
あ
り
︑
属
因
あ
り
︑
結
果
に
も

ま
た
直
接
あ
り
︑
間
接
あ
り
て
︑
事
物
の
変
化
は
錯
雑
な
る
原
因
結
果
の
連
絡
結
合
よ
り
生
ず
︒
⁝
⁝

例
え
ば
︑
大
革
命
の
と
き
に
さ
き
だ
ち
て
彗
星
の
出
ず
る
あ
れ
ば
︑
当
時
の
人
民
は
︑
彗
星
を
も
っ
て
革
命
の
前
兆
も
し
く

は
原
因
と
し
︑
甲
な
る
人
︑
乙
を
殺
し
︑
そ
の
後
病
に
か
か
り
て
死
し
た
る
と
き
は
︑
そ
の
原
因
を
さ
き
に
殺
せ
し
亡
霊
に
帰

し
︑
あ
る
い
は
甲
の
夢
が
乙
の
思
う
と
こ
ろ
に
合
す
る
と
き
は
︑
乙
の
精
神
の
甲
に
感
通
し
た
る
も
の
と
信
ず
る
が
ご
と
き
︑
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こ
の
類
ほ
と
ん
ど
枚
挙
す
る
に
い
と
ま
あ
ら
ず
︒
す
な
わ
ち
愚
民
は
︑
一
事
物
と
他
事
物
と
の
間
に
存
す
る
関
係
︑
事
情
を
明

察
す
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
れ
ば
︑
た
だ
時
間
の
上
に
お
い
て
︑
前
後
相
接
し
て
起
こ
る
も
の
を
見
て
︑
前
者
を
原
因
と
し
︑
後
者

を
結
果
と
し
︑
ま
た
空
間
の
上
に
お
い
て
︑
遠
近
の
間
に
同
時
に
併
発
す
る
こ
と
あ
れ
ば
︑
双
方
互
い
に
相
感
通
し
た
る
も
の

の
ご
と
く
考
う
る
な
り
(

)
︒

28

円
了
に
よ
れ
ば
︑
演
繹
的
妖
怪
と
は
全
体
・
部
分
の
関
係
を
誤
認
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
部
分
︵
人
間
に
霊
魂
が
あ
る
こ
と
︶

か
ら
全
体
︵
万
有
に
霊
魂
が
あ
る
こ
と
︶
を
推
論
し
て
し
ま
っ
た
り
︑
宇
宙
の
一
部
で
あ
る
天
界
の
異
常
︵
部
分
︶
を
見
て
︑
人
間

の
世
界
︵
部
分
︶
に
も
異
常
が
あ
り
︑
さ
ら
に
は
Ｘ
月
Ｙ
日
の
災
難
︵
一
部
分
︶
と
翌
年
の
Ｘ
月
Ｙ
日
の
災
難
︵
別
の
部
分
︶
を
関

係
づ
け
て
し
ま
う
こ
と
と
し
て
現
れ
る
︒
ま
た
帰
納
的
妖
怪
の
場
合
は
︑
彗
星
︵
原
因
︶
と
革
命
︵
結
果
︶︑
殺
人
者
Ａ
に
よ
る
Ｂ
の

殺
害
︵
原
因
︶
と
Ｂ
の
病
死
︵
結
果
︶
と
い
う
よ
う
な
時
間
的
な
先
後
関
係
︑
ま
た
Ａ
の
夢
の
Ｂ
と
の
符
号
︵
結
果
︶
は
︑
Ｂ
に
よ

る
感
通
︵
：
原
因
︶
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
よ
う
に
︑
空
間
的
に
隔
た
り
の
あ
る
事
象
を
結
び
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
︒

円
了
は
こ
こ
で
︑
部
分
と
全
体
︑
そ
し
て
原
因
と
結
果
と
い
う
︑
人
間
が
現
象
を
解
釈
す
る
際
の
推
論
の
誤
り
を
示
し
て
い
る
と
同

時
に
︑
知
識
の
相
対
性
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑
と
り
わ
け
原
因
と
結
果
と
は
︑﹁
錯
雑
﹂
し
た
も
の

で
あ
り
︑
い
ず
れ
が
主
か
従
か
︑
ま
た
は
近
接
し
て
い
る
の
か
︑
間
接
的
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
︑
一
概
に
極
め
が
た
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
出
来
事
の
契
機
を
理
解
す
る
上
で
︑
時
間
・
空
間
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
ど
こ
ま
で
適
切
で
あ

る
か
︑
ま
た
知
識
の
相
対
性
は
い
か
に
し
て
克
服
さ
れ
る
か
と
い
う
︑
そ
れ
自
体
︑
哲
学
的
に
は
興
味
深
い
テ
ー
マ
が
伏
在
し
て
い

る
が
︑
円
了
は
原
因
と
結
果
と
い
う
推
論
形
式
は
﹁
世
間
の
い
わ
ゆ
る
妖
怪
﹂
を
信
じ
る
人
々
に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
応

用
判
断
の
そ
の
当
を
得
ざ
る
｣(
)
と
説
く
︒

29
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し
か
し
︑
演
繹
と
帰
納
と
い
う
推
論
の
規
則
を
誤
用
す
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
︑
妖
怪
現
象
の
原
理
は
解
明
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
︒

た
と
え
ば
円
了
の
あ
げ
た
例
で
い
え
ば
︑
革
命
の
勃
発
を
見
て
︑
事
後
的
に
彗
星
の
出
現
を
そ
の
原
因
と
し
て
理
解
し
た
の
で
は
な

く
︑
そ
も
そ
も
彗
星
の
出
現
自
体
が
︑
異
様
に
感
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
︒
こ
う
し
た
事
後
的
な
解
釈
︵
迷
誤
︶
が
起
こ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
殺
人
者
Ａ
の
病
死
に
つ
い
て
は
︑
や
は
り
Ａ
自
体
に
︑
Ｂ
を
殺
害
し
て
後
の
潜
在
的
不
安
が
働
い
て

い
た
と
い
う
こ
と
を
無
理
な
く
想
像
で
き
た
か
ら
こ
そ
︑﹁
そ
れ
は
Ｂ
の
亡
霊
の
仕
業
だ
﹂
と
い
う
判
断
が
成
り
立
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒
す
な
わ
ち
︑
妖
怪
現
象
に
は
深
く
感
覚
と
情
動
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
円
了
も
そ
の
こ
と
を
無
視
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
︒
そ
の
こ
と
は
﹃
妖
怪
学
講
義
﹄
に
お
け
る
﹁
恐
怖
﹂
や
﹁
複
情
﹂︵
複
合
的
な
感
情
︶
を
め
ぐ
る
考
察
か
ら
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
る
(

)
が
︑
よ
り
人
間
の
経
験
に
即
し
た
も
の
と
し
て
﹁
連
想
﹂
を
あ
げ
て
い
る
︒

30

お
よ
そ
世
の
い
わ
ゆ
る
妖
怪
は
︑
観
念
連
合
に
よ
り
て
起
こ
る
も
の
最
も
多
と
す
︒
ゆ
え
に
︑
こ
こ
に
連
想
と
妖
怪
と
の
関

係
に
つ
き
て
講
述
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
第
一
に
︑
感
覚
上
の
連
合
に
つ
き
て
こ
れ
を
述
ぶ
れ
ば
︑
外
界
に
現
ず
る
事
物
の
色
お

よ
び
形
が
︑
平
常
見
慣
れ
ざ
る
奇
怪
の
性
質
を
帯
ぶ
る
と
き
は
︑
人
の
心
中
に
妖
怪
の
観
念
を
惹
起
す
る
も
の
な
り
︒
例
え
ば
︑

鬼
形
木
骨
の
例
の
ご
と
く
︑
外
界
に
存
す
る
鬼
形
を
木
骨
と
認
め
た
る
は
︑
木
骨
真
に
鬼
形
な
る
に
あ
ら
ず
︑
薄
暮
︑
夜
中
の

ご
と
き
︑
そ
の
形
判
明
せ
ざ
る
と
き
に
は
︑
わ
が
心
中
よ
り
妖
怪
的
観
念
を
呼
び
起
こ
す
に
よ
る
︑
世
に
か
く
の
ご
と
き
例
は

最
も
多
く
︑
幽
霊
の
ご
と
き
も
十
中
八
九
は
こ
の
類
な
り
︒
こ
れ
ま
っ
た
く
視
覚
上
の
連
想
に
し
て
︑
そ
の
連
想
た
る
や
い
わ

ゆ
る
類
同
連
想
な
り
︒
も
っ
と
も
そ
の
起
こ
る
に
は
︑必
ず
前
に
経
験
上
妖
怪
の
観
念
を
有
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
そ
の
観
念
が
︑

実
際
目
撃
せ
る
事
物
の
現
象
の
判
明
せ
ず
し
て
奇
怪
の
状
態
を
示
す
と
き
に
は
︑
た
ち
ま
ち
心
内
に
発
動
し
て
こ
れ
と
類
同
し

た
る
観
念
を
惹
起
し
︑
鬼
神
︑
幽
霊
の
幻
覚
を
生
ず
る
に
至
る
︒
ゆ
え
に
視
覚
上
妖
怪
の
起
こ
る
は
︑
外
界
の
事
物
を
内
界
の
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観
念
と
連
合
伴
生
せ
る
に
よ
る
︒
し
か
し
て
こ
れ
を
起
こ
す
事
情
は
︑
外
界
に
あ
り
て
は
薄
暮
も
し
く
は
暗
夜
の
ご
と
き
物
象

の
判
明
せ
ざ
る
と
き
︑
ま
た
内
界
に
あ
り
て
は
精
神
上
に
多
少
の
変
動
予
期
す
る
こ
と
あ
る
と
き
な
り
︒
ゆ
え
に
︑
白
昼
物
象

の
判
明
せ
る
と
き
︑
お
よ
び
精
神
の
安
定
せ
る
と
き
に
は
︑
妖
怪
を
見
る
こ
と
少
な
し
︒
か
つ
︑
た
と
え
外
界
に
奇
怪
の
形
象

を
見
る
も
︑
そ
の
人
の
心
中
に
妖
怪
の
観
念
を
有
せ
ざ
る
と
き
に
は
︑
ま
た
幽
霊
︑
鬼
神
の
ご
と
き
妄
象
を
見
ざ
る
も
の
と
す
︒

そ
の
例
は
小
児
に
つ
き
て
知
る
こ
と
を
得
べ
し
(

)
︒

31

円
了
に
よ
れ
ば
︑
二
︑
三
歳
の
幼
児
で
あ
る
場
合
︑
い
か
な
る
奇
怪
な
形
に
触
れ
よ
う
と
も
︑
そ
れ
を
﹁
妖
怪
﹂
と
し
て
驚
く
こ

と
は
な
い
︒
し
か
し
︑
幼
児
よ
り
昔
話
や
親
し
い
他
者
の
談
話
に
よ
っ
て
﹁
妖
怪
﹂
と
い
う
も
の
の
存
在
を
知
っ
た
場
合
︑
そ
の
観

念
を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
の
だ
(

)
︒
そ
の
と
き
は
︑﹁
自
己
の
足
音
︑
水
の
流
れ
︑
木
の
動
く
声
ま
で
｣(
)
が
妖
怪
現
象
の
誘
因
と

32

33

な
る
︒
円
了
は
さ
ら
に
五
感
全
体
に
つ
い
て
こ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
る
と
述
べ
る
が
︑そ
の
基
礎
と
な
る
の
は
い
ず
れ
に
し
て
も﹁
類

同
連
想
﹂
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
薄
暮
や
精
神
が
不
安
定
な
状
態
の
時
に
︑
外
界
の
奇
怪
と
思
わ
れ
る
事
象
に
遭
遇
す
る
こ
と
を
き
っ

か
け
に
︑﹁
あ
れ
は
こ
れ
に
似
て
い
る
﹂
と
い
う
連
想
が
働
き
︑
外
界
に
妖
怪
現
象
を
知
覚
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
注
目
す
べ
き
は
︑

﹁
似
た
﹂
も
の
を
同
定
し
て
し
ま
う
人
間
の
心
の
働
き
を
円
了
が
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
は
先
に
検
討
し
た
演
繹
・
帰

納
の
誤
謬
と
は
水
準
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
︒
あ
る
も
の
が
何
か
に
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
の
何
か
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

な
の
だ
が
︵
た
と
え
ば
木
骨
は
鬼
形
で
は
な
い
︶︑
同
時
に
何
か
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
何
か
に
似
て
い
る
︵
木
骨
は
鬼

形
に
似
て
い
る
︶
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
だ
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
人
間
が
﹁
似
た
も
の
を
同
じ
も
の
﹂
と
し
て
同
定
し
て
し
ま
う
作
用
に

つ
い
て
︑
円
了
の
洞
察
が
と
ど
い
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
︒

誤
り
や
す
き
か
な
︑
人
間
︒
こ
こ
ま
で
円
了
に
お
け
る
妖
怪
現
象
の
﹁
原
理
﹂
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
が
︑
円
了
は
た
だ
た
だ
そ
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う
言
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
︒
し
か
し
も
し
そ
う
理
解
す
る
と
し
た
ら
︑
浅
見
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
考
察
さ
れ
て

い
る
の
は
︑﹁
世
間
の
い
わ
ゆ
る
妖
怪
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
円
了
は
﹁
妖
怪
﹂
と
﹁
人
間
﹂
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
よ
り
広
い
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
も
と
で
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
︑
次
の
よ
う
な
言
明
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

こ
れ
を
世
界
の
上
に
考
う
る
に
︑
世
界
に
は
無
限
絶
対
の
世
界
と
︑
有
限
相
対
の
世
界
あ
り
︒
ま
た
別
に
人
間
世
界
あ
り
︒

こ
の
人
間
世
界
は
両
界
の
間
に
ま
た
が
り
て
︑
よ
く
二
界
と
相
通
ず
る
も
の
な
り
︒
こ
れ
を
三
大
世
界
と
な
す
︒
今
こ
の
三
大

世
界
に
相
応
し
て
妖
怪
に
も
三
大
種
あ
り
︒
す
な
わ
ち
︑
真
怪
は
い
わ
ゆ
る
絶
対
世
界
の
妖
怪
に
し
て
︑
仮
怪
は
そ
の
い
わ
ゆ

る
相
対
世
界
の
妖
怪
︑
偽
怪
は
い
わ
ゆ
る
人
間
世
界
の
妖
怪
な
り
(

)
︒

34

人
間
は
た
だ
︑
誤
り
や
す
い
だ
け
で
は
な
い
︒
た
し
か
に
人
間
は
自
ら
誤
り
を
作
り
や
す
い
と
い
う
意
味
で
︑
揺
ら
い
で
い
る
存

在
で
あ
る
︒
し
か
し
同
時
に
そ
れ
は
︑
相
対
的
世
界
で
あ
る
﹁
仮
怪
﹂
と
絶
対
世
界
で
あ
る
﹁
真
怪
﹂
の
中
間
に
あ
り
︑
両
者
を
透

し
つ
つ
媒
介
す
る
存
在
で
も
あ
る
の
だ
︒
そ
の
こ
と
は
同
時
に
︑
人
間
が
﹁
真
怪
﹂
で
も
あ
り
つ
つ
︑﹁
仮
怪
﹂
で
も
あ
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
︒
人
間
は
︑﹁
人
間
﹂
で
あ
る
と
同
時
に
︑
相
対
的
な
世
界
と
絶
対
世
界
の
両
端
に
開
け
た
﹁
非
人
間
﹂
な
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
︑﹁
山
人
﹂
の
現
象
は
ど
の
よ
う
に
読
み
解
け
る
で
あ
ろ
う
か
︒

３
︱
２
．
漂
泊
人
種
・
山
人

円
了
は
﹁
山
男
﹂
や
﹁
山
女
﹂
に
つ
い
て
︑
人
類
上
の
妖
怪
と
し
て
︑
ま
ず
﹁
仮
怪
﹂
だ
と
考
え
て
い
た
(

)
︒
そ
し
て
﹁
種
々
の

35

奇
怪
な
る
人
類
｣(
)
に
つ
い
て
︑
ま
ず
﹃
周
遊
奇
談
﹄﹃
西
遊
記
﹄﹃
羅
山
文
集
﹄﹃
百
物
語
評
判
﹄﹃
鬼
神
論
﹄
と
い
っ
た
随
筆
や
江
戸

36
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期
の
論
考
を
博
捜
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
後
に
触
れ
る
熊
楠
も
﹁
本
邦
の
山
男
の
最
も
古
き
も
の
の
記
｣(
)
と
し
て
注
目
し
て
い
た

37

林
羅
山
に
よ
る
寛
永
二
〇
︵
一
六
二
四
︶
の
も
の
を
引
用
し
よ
う
︒

駿
州
阿
部
の
山
中
に
物
あ
り
︒
号
し
て
山
男
と
い
う
︒
人
に
あ
ら
ず
︑
獣
に
あ
ら
ず
︒
形
︑
巨
木
の
た
た
れ
る
に
似
た
り
︒

四
肢
あ
り
も
っ
て
手
足
と
な
す
︒
木
の
皮
に
両
穴
あ
り
︒
も
っ
て
両
眼
と
な
す
︒
甲
折
の
と
こ
ろ
も
っ
て
鼻
口
と
な
し
︑
左
肢

は
曲
木
と
藤
と
に
か
け
て
も
っ
て
弓
弦
を
な
し
︑
右
肢
は
細
枝
を
か
け
て
も
っ
て
矢
と
な
す
︒
い
っ
た
ん
猟
師
相
逢
い
て
こ
れ

を
射
て
こ
れ
を
倒
し
︑
大
い
に
怪
し
ん
で
こ
れ
を
ひ
く
︒
岩
に
触
れ
て
流
血
す
︒
ま
た
︑
こ
れ
を
ひ
く
に
甚
だ
重
く
し
て
動
か

ず
︑
驚
き
去
り
て
家
に
帰
り
︑
衆
と
と
も
に
ゆ
き
て
こ
れ
を
た
ず
ぬ
る
に
見
え
ず
︒
た
だ
︑
血
の
岩
石
に
そ
そ
ぐ
を
見
る
の
み

︵
原
漢
文
)(
)
︒

38

一
読
し
て
︑
異
様
さ
が
伝
わ
る
も
の
だ
︒
興
味
深
い
こ
と
は
︑
こ
の
﹁
山
男
﹂
が
﹁
物
﹂
の
名
の
一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
と
︑﹁
人
に
あ
ら
ず
︑
獣
に
あ
ら
ず
﹂
と
︑
あ
ら
か
じ
め
﹁
人
﹂
や
﹁
獣
﹂
に
似
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
類
推
の
可
能
性
を
封

じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
︑
こ
の
﹁
山
男
﹂
は
何
な
の
か
︒﹁
巨
木
の
た
た
れ
る
に
似
た
り
﹂
と
す
ぐ
説
明
さ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
切
断
さ
れ
た
巨
木
に
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑﹁
巨
木
﹂
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
類
似
の
イ
メ
ー
ジ
を
さ
ま
よ
っ
た
う
え
︑

﹁
山
男
﹂
の
容
態
は
宙
吊
り
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
︒
猟
師
は
こ
れ
を
射
殺
し
た
は
ず
だ
が
︑
複
数
人
と
現
場
に
戻
っ
て
み
る
と
︑
す
で

に
﹁
山
男
﹂
は
血
痕
を
残
し
て
逃
げ
去
っ
た
後
だ
っ
た
︒
傷
口
か
ら
血
が
し
た
た
る
と
い
う
こ
と
は
︑﹁
人
﹂
や
﹁
獣
﹂
に
似
て
い
る

か
ら
だ
ろ
う
か
︒
円
了
は
こ
う
し
た
類
例
を
あ
げ
た
の
ち
︑
一
挙
に
そ
の
正
体
に
迫
る
︒
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以
上
の
例
に
よ
り
て
︑
こ
れ
ら
の
怪
物
の
な
に
も
の
た
る
か
を
考
う
る
に
︑
か
く
の
ご
と
き
怪
物
の
談
あ
る
に
至
り
し
は
︑

種
々
の
原
因
あ
る
こ
と
な
ら
ん
︒
今
そ
の
主
要
な
る
も
の
を
列
挙
せ
ん
に
︑
第
一
︑
深
山
幽
谷
の
間
に
は
獣
類
︑
猿
類
の
平
素

見
な
れ
ざ
る
も
の
多
か
ら
ん
︒
し
か
る
に
︑
人
も
し
か
く
の
ご
と
き
異
常
の
物
に
会
す
る
と
き
は
︑
た
だ
ち
に
こ
れ
を
一
種
の

怪
物
と
し
て
世
に
伝
う
る
よ
り
︑
か
く
の
ご
と
き
怪
物
の
談
あ
る
に
至
る
こ
と
な
し
と
い
う
べ
か
ら
ず
︒
第
二
︑
樵
夫
な
ど
の

深
山
に
入
り
て
︑
深
く
山
間
に
逃
れ
隠
れ
し
異
族
の
人
種
を
見
る
と
き
は
︑
そ
の
形
色
の
一
般
の
人
と
同
じ
か
ら
ざ
る
よ
り
こ

れ
を
怪
物
と
し
て
︑
山
男
ま
た
は
山
女
な
ど
の
名
を
与
う
る
こ
と
も
あ
ら
ん
︒
昔
時
︑
わ
が
国
に
は
蝦
夷
人
種
住
居
し
た
り
と

い
う
︒
そ
の
後
︑
吾
人
の
祖
先
な
る
大
和
民
族
の
た
め
に
追
わ
れ
て
次
第
に
東
北
地
方
へ
退
隠
し
︑
中
に
は
︑
あ
る
い
は
深
山

幽
谷
の
間
に
そ
の
身
を
隠
し
し
も
の
も
あ
り
し
こ
と
疑
う
べ
か
ら
ず
︒
か
く
の
ご
と
き
も
の
が
︑
数
代
の
後
︑
平
地
に
て
は
該

人
種
の
形
跡
だ
に
見
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
と
き
に
至
り
て
︑
た
ま
た
ま
樵
夫
︑
狩
人
に
見
出
さ
れ
ん
か
︒
か
れ
ら
は
必
ず
一
種

の
怪
物
と
思
惟
せ
ら
る
る
な
ら
ん
︒
ま
た
︑
わ
が
四
国
︑
九
州
地
方
に
は
南
洋
イ
ン
ド
諸
島
よ
り
漂
泊
し
て
︑
深
く
山
間
に
潜

み
︑
果
実
を
食
い
て
生
活
せ
し
人
種
な
し
と
い
う
べ
か
ら
ず
︒
も
し
人
︑
偶
然
か
か
る
異
人
種
を
発
見
す
る
こ
と
あ
ら
ん
に
は
︑

ま
た
必
ず
怪
物
と
見
な
す
べ
し
︒
上
に
掲
げ
し
山
男
︑
山
女
の
実
例
は
︑
大
抵
︑
四
国
︑
九
州
地
方
の
こ
と
な
る
よ
り
考
う
れ

ば
︑
こ
れ
ら
の
怪
物
は
お
そ
ら
く
は
こ
の
漂
泊
人
種
な
ら
ん
か
︒
⁝
⁝
第
三
︑
た
と
い
同
一
の
人
種
中
に
て
も
︑
身
体
偉
大
な

る
か
︑
も
し
く
は
白
髪
長
寿
の
人
な
る
と
き
は
︑
な
ん
と
な
く
異
常
に
感
ず
る
も
の
な
れ
ば
︑
も
し
深
山
に
て
か
か
る
人
に
会

す
る
と
き
は
︑
お
そ
ら
く
仙
人
会
い
た
り
な
ど
と
伝
う
る
な
ら
ん
︒
こ
れ
ま
た
異
人
の
怪
談
あ
る
原
因
の
一
な
ら
ん
(

)
︒

39

深
山
に
立
ち
現
れ
る
現
象
を
﹁
山
男
﹂
や
﹁
山
女
﹂
と
誤
認
す
る
条
件
に
つ
い
て
︑
円
了
が
あ
げ
る
最
初
の
も
の
は
明
確
で
あ
る
︒

山
中
に
入
っ
た
人
々
は
︑
そ
こ
で
出
会
っ
た
獣
や
猿
を
見
間
違
え
た
の
だ
︒
そ
し
て
︑
こ
の
誤
認
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
述
べ
た
﹁
類
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同
連
想
﹂
が
大
き
く
作
用
し
た
で
あ
ろ
う
︒
以
前
か
ら
人
々
は
﹁
山
人
﹂
の
怪
談
を
聴
い
て
お
り
︑
そ
の
記
憶
が
平
常
は
見
慣
れ
な

い
獣
や
猿
に
接
し
た
と
き
に
呼
び
起
こ
さ
れ
る
︒
そ
し
て
必
ず
し
も
視
界
の
よ
く
な
い
山
中
の
光
景
も
作
用
す
る
で
あ
ろ
う
︒
か
く

し
て
︑﹁
山
男
﹂
や
﹁
山
女
﹂
が
立
ち
現
れ
る
︒
ま
た
︑
円
了
が
あ
げ
る
第
三
の
要
因
は
︑
む
し
ろ
﹁
仙
人
﹂
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
︒し

か
し
円
了
が
こ
こ
で
力
を
入
れ
て
説
い
て
い
る
の
は
︑
む
し
ろ
第
二
の
要
因
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
驚
く
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
山
男
﹂
や
﹁
山
女
﹂
は
も
と
も
と
人
間
な
の
だ
︑
と
︒
た
だ
し
人
間
と
は
い
え
︑
そ
れ
は
単
に
山
中
に
踏
み

迷
っ
た
誰
か
を
誤
認
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
︒
円
了
は
ア
イ
ヌ
︵
蝦
夷
人
種
︶
の
例
を
あ
げ
て
い
る
が
︑
大
和
民
族
に
追
わ
れ

た
末
裔
が
東
北
に
逃
れ
て
い
く
過
程
で
樵
夫
な
ど
に
目
撃
さ
れ
た
の
が
﹁
山
人
﹂
な
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
し
て
さ
ら

に
︑
南
か
ら
わ
た
っ
て
き
た
海
外
の
人
々
も
や
は
り
山
中
を
漂
泊
し
︑﹁
山
人
﹂
と
見
間
違
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
目

立
た
な
い
形
な
が
ら
︑
多
民
族
国
家
と
し
て
の
日
本
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
︒

こ
う
し
た
円
了
の
﹁
人
類
﹂
観
の
背
景
を
探
る
た
め
に
は
︑﹃
妖
怪
学
講
義
﹄
に
お
け
る
﹁
山
男
﹂
や
﹁
山
女
﹂
の
お
か
れ
た
論
脈

を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
円
了
に
よ
れ
ば
︑﹁
理
学
﹂部
門
で
扱
う
の
は
物
理
的
妖
怪
で
あ
る
︒
そ
の
特
徴
と
し
て
は
︑

人
間
の
精
神
と
は
独
立
に
存
在
し
︑
ま
た
そ
の
た
め
に
人
間
の
精
神
や
意
思
に
よ
っ
て
そ
の
生
滅
が
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒

さ
ら
に
人
間
の
精
神
と
独
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
複
数
人
に
よ
っ
て
目
撃
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
人
間
が
物
理
的
妖
怪
を
感
知
す
る
以
上
︑
そ
の
説
明
に
お
い
て
は
︑
人
間
の
精
神
と
関
係
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
(

)
︒

40

で
は
︑
こ
の
よ
う
な
物
理
的
妖
怪
と
し
て
︑﹁
人
間
﹂
は
ど
う
い
う
位
置
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
円
了
に
よ
れ
ば
︑
人
類
が
こ
の
地

球
上
に
発
生
し
︑
今
日
に
い
た
っ
た
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
︑
進
化
論
に
よ
っ
て
明
快
に
解
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
に
よ

れ
ば
︑
人
類
も
ま
た
他
の
鳥
獣
と
同
じ
よ
う
に
︑
過
酷
な
生
存
競
争
と
世
代
を
経
た
遺
伝
︑
そ
し
て
特
定
の
環
境
へ
の
順
応
を
通
し
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て
進
化
し
て
き
た
の
で
あ
り
︑
次
第
に
鳥
や
獣
と
の
間
に
違
い
が
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
に
お
い
て
︑
﹁
動
物
と
い
い
︑

人
類
と
い
い
︑
今
日
に
て
は
非
常
に
懸
隔
せ
る
も
︑
そ
の
祖
先
に
至
り
て
は
み
な
同
一
に
し
て
︑
そ
の
証
跡
の
見
る
べ
き
も
の
︑
今

な
お
歴
々
と
し
て
争
う
べ
か
ら
ず
｣(
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
人
類
と
動
物
の
祖
先
は
別
種
の
も
の
で
は
な
い
︒
し
か
し
そ
の
差
は

41

﹁
意
識
﹂
に
あ
る
と
続
け
る
︒
そ
の
た
め
︑
動
物
に
お
い
て
は
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
﹁
意
識
﹂
が
人
間
に
お
い
て
は
目
覚
め
て
い
る
が
︑

そ
れ
も
段
階
の
違
い
に
過
ぎ
な
い
︒
人
間
も
ま
た
さ
ら
に
進
化
し
た
神
仏
へ
の
途
上
に
あ
る
の
だ
︒
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑﹁
ひ

と
り
人
類
お
よ
び
動
物
の
み
が
こ
の
内
包
の
光
明
を
具
有
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
草
木
︑
国
土
︑
山
川
︑
瓦
石
も
ま
た
︑
み
な
こ
れ

を
具
有
せ
り
と
い
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
｣(
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
宇
宙
は
一
大
活
物
｣(
)
な
の
だ
︒

42

43

活
け
る
宇
宙
の
中
の
人
間
︒
も
し
人
類
の
存
在
容
態
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
す
で
に
触
れ
た
絶
対
世
界
と
相
対

世
界
を
媒
介
す
る
と
い
う
そ
の
あ
り
か
た
と
照
ら
し
て
︑﹁
人
間
﹂
は
﹁
非
人
間
﹂
の
領
域
に
も
開
か
れ
︑
か
つ
そ
の
本
質
を
同
じ
く

す
る
こ
と
が
よ
り
明
瞭
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
こ
こ
で
﹁
迷
誤
﹂
と
さ
れ
る
妖
怪
現
象
の
条
件
に
つ
い
て
も
︑
異
な

る
角
度
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
な
ぜ
人
間
は
︑
た
と
え
ば
鳥
獣
や
木
々
を
﹁
妖
怪
﹂
だ
と
誤
認
し
て
し
ま
う
の

だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
︑
ほ
か
な
ら
ぬ
動
物
た
ち
や
木
々
と
︑
人
間
の
本
質
が
同
じ
だ
か
ら
だ
︒
こ
こ
に
は
進
化
に
お
け
る
プ
ロ
セ
ス

の
差
異
と
い
う
も
の
を
省
い
て
し
ま
え
ば
︑
ほ
と
ん
ど
こ
の
誤
認
は
人
類
に
必
然
的
に
つ
き
ま
と
う
も
の
で
も
あ
る
可
能
性
が
示
唆

さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
最
た
る
も
の
が
︑﹁
人
間
﹂
が
﹁
人
間
﹂
を
﹁
非
人
間
﹂
と
し
て
誤
認
し
て
し
ま
う
︑﹁
山
人
﹂
と
い

う
現
象
で
あ
る
︒
円
了
は
﹁
人
間
﹂
を
透
過
的
な
存
在
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
︒
そ
れ
は
か
た
や
真
怪
と
い
う
領
域
に
開
か
れ
る
と

同
時
に
︑
仮
怪
と
い
う
自
然
の
﹁
非
人
間
﹂
的
領
域
に
も
開
か
れ
て
い
る
︒
そ
の
両
端
へ
の
開
け
は
︑﹁
人
間
﹂
も
ま
た
﹁
非
人
間
﹂

で
は
な
く
︑﹁
非
人
間
﹂
で
な
い
の
で
も
な
い
と
い
う
あ
り
方
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
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４
．
柳
田
・
熊
楠
書
簡
に
お
け
る
｢山
人
｣論
争
の
意
味

民
俗
学
的
な
視
点
か
ら
の
柳
田
國
男
研
究
の
文
脈
に
お
い
て
︑﹁
山
人
﹂
論
の
変
遷
は
大
き
な
関
心
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
う

し
た
も
の
の
中
で
︑
柳
田
は
初
期
に
は
﹁
山
人
﹂
の
実
在
を
前
提
と
し
て
︑
そ
の
生
態
の
解
明
を
試
み
る
実
在
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
︑

大
正
末
年
を
境
に
し
て
里
人
の
心
的
体
験
の
問
題
と
し
て
そ
れ
を
捉
え
る
心
意
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
転
換
し
た
と
い
う
も
の
(

)
や
︑

44

後
述
す
る
よ
う
な
南
方
熊
楠
と
の
論
争
を
経
て
︑
や
は
り
昭
和
初
期
か
ら
山
人
研
究
か
ら
常
民
に
対
す
る
民
俗
学
的
な
志
向
に
転
じ

つ
つ
も
︑
柳
田
に
内
在
す
る
経
世
済
民
と
山
人
研
究
に
代
表
さ
れ
る
他
界
願
望
は
振
幅
し
つ
つ
共
存
し
て
い
た
と
い
う
解
釈
も
あ

る
(

)
︒
こ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
は
︑﹁
山
人
﹂
を
め
ぐ
り
柳
田
の
大
き
な
転
換
が
あ
っ
た
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
確

45

認
し
て
お
こ
う
︒
た
と
え
ば
﹁
妖
怪
談
義
﹂︵
一
九
三
六
︶
年
で
は
︑﹁
ま
だ
し
も
腹
の
底
か
ら
不
思
議
の
な
い
こ
と
を
信
じ
て
︑
や
っ

き
と
な
っ
て
論
弁
し
た
妖
怪
学
時
代
が
な
つ
か
し
い
く
ら
い
な
も
の
で
あ
る
︒
な
い
に
も
あ
る
に
も
そ
ん
な
事
は
実
は
も
う
問
題
で

な
い
︒
我
々
は
オ
バ
ケ
が
ど
う
で
も
い
る
も
の
と
思
っ
た
人
が
︑
昔
は
大
い
に
あ
り
︑
今
で
も
少
し
は
あ
る
理
由
が
︑
わ
か
ら
な
い

の
で
困
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
｣(
)
と
柳
田
は
述
べ
て
い
る
︒
昭
和
一
〇
年
代
に
は
﹁
妖
怪
学
﹂
は
古
く
な
っ
た
と
い
う
の
だ
が
︑

46

﹁
あ
る
に
も
な
い
に
も
﹂
と
問
題
で
は
な
い
と
い
う
観
点
と
︑﹁
オ
バ
ケ
は
ど
う
で
も
い
る
も
の
﹂
と
思
っ
て
い
る
人
々
が
対
照
さ
れ

て
い
る
︒﹁
あ
る
﹂
が
対
象
か
ら
距
離
を
と
っ
て
事
物
を
客
観
的
に
捉
え
た
と
き
の
事
物
の
存
在
や
様
態
を
あ
ら
わ
す
表
現
で
あ
り
︑

﹁
い
る
﹂
が
語
ら
れ
て
い
る
状
況
に
自
ら
が
親
し
く
居
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
だ
と
し
た
ら
(

)
︑﹁
オ
バ
ケ
が
い
る
﹂

47

と
は
︑
自
ら
も
妖
怪
現
象
に
居
合
わ
せ
た
人
々
の
感
覚
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
そ
れ
は
状
況
と
し
て
外
界
と
相
関
し
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
︑
柳
田
は
依
然
と
し
て
そ
の
﹁
実
在
﹂
を
問
う
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
柳
田
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
一
貫
し
て
い

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

で
は
︑
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
︑
書
簡
を
通
し
た
柳
田
と
熊
楠
の
や
り
と
り
か
ら
は
︑﹁
山
人
﹂
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
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言
わ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
︒

小
生
は
目
下
山
男
に
関
す
る
記
事
を
集
め
お
り
候
︒
熊
野
は
こ
の
話
に
充
ち
た
る
ら
し
く
存
ぜ
ら
れ
候
︒
恐
れ
入
り
候
へ
ど

も
御
手
伝
い
下
さ
れ
た
く
候
︵
明
治
四
四
年
三
月
一
九
日
付
柳
田
書
簡
)(
)
︒

48

山
男
に
関
す
る
こ
と
い
ろ
い
ろ
聞
き
書
き
書
き
留
め
置
き
候
も
諸
処
に
散
在
し
お
り
︑
ち
ょ
っ
と
ま
と
ま
ら
ず
︑
そ
の
う
ち

取
り
ま
と
め
差
し
上
げ
申
す
べ
く
候
︵
同
三
月
二
一
日
付
熊
楠
書
簡
)(
)
︒

49

柳
田
と
熊
楠
そ
れ
ぞ
れ
の
最
初
の
書
簡
の
一
節
で
あ
る
︒
交
信
の
当
初
か
ら
︑
柳
田
は
熊
楠
に
対
し
資
料
協
力
を
求
め
︑
ま
た
熊

楠
も
前
向
き
な
こ
と
が
わ
か
る
︒
熊
楠
は
実
際
そ
の
あ
と
︑
熊
野
に
伝
わ
る
山
ワ
ロ
・
山
オ
ジ
・
山
女
郎
・
山
婆
・
一
本
ダ
タ
ラ
・

猴
の
話
を
提
供
し
︵
同
四
月
二
二
日
付
書
簡
)(
)
︑
さ
ら
に
狼
に
育
て
ら
れ
た
野
生
児
の
例
と
山
男
の
類
似
に
つ
い
て
指
摘
し
な
が

50

ら
︑
自
分
は
そ
れ
を
信
じ
な
い
と
し
つ
つ
も
︑
多
彩
な
事
例
を
書
き
送
る
︵
同
九
月
一
三
月
書
簡
)(
)
︒
で
は
︑
柳
田
の
応
答
は
ど
う

51

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
に
つ
い
て
は
︑
次
の
よ
う
な
書
簡
か
ら
う
か
が
っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒

山
男
に
つ
い
て
は
小
生
は
こ
れ
を
現
在
も
稀
々
日
本
に
生
息
す
る
原
始
人
種
な
る
べ
し
と
信
じ
︑
近
日
こ
れ
に
関
す
る
小
文

を
公
に
し
た
き
希
望
あ
り
︒
そ
の
附
録
と
し
て
諸
国
の
山
男
に
関
す
る
見
聞
談
百
く
ら
い
を
生
の
ま
ま
に
て
蒐
集
し
た
き
に

候
︒
よ
っ
て
御
事
業
の
山
人
考
は
別
に
何
か
御
公
表
の
方
法
を
御
取
り
下
さ
れ
︑
切
れ
切
れ
の
話
の
み
を
き
か
せ
給
わ
り
た

く
候
︒
話
の
数
さ
え
二
百
に
達
し
候
へ
ば
︑
今
年
中
に
も
出
版
し
た
く
考
え
お
り
候
︵
目
下
三
十
ほ
ど
有
之
︶︵
同
四
月
一
六
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日
付
柳
田
書
簡
)(
)
︒

52

近
世
ア
イ
ヌ
が
日
本
人
を
い
と
い
山
に
入
り
野
獣
の
ご
と
き
生
活
を
な
せ
る
者
あ
り
と
い
う
こ
と
︑﹃
蝦
夷
風
俗
彙
纂
﹄
に
見

え
︑
こ
れ
ら
は
決
し
て
看
過
致
さ
ず
候
も
︑
蛮
民
こ
と
に
ア
イ
ヌ
が
こ
と
ご
と
く
北
海
に
退
却
せ
り
と
は
認
め
が
た
き
た
め
︑

そ
の
子
孫
は
い
か
に
な
り
し
や
を
研
究
し
て
︑
こ
の
辺
ま
で
ま
い
り
し
次
第
に
候
︒
も
ち
ろ
ん
大
半
は
里
に
下
り
同
化
し
た

る
な
る
べ
き
も
︑
一
部
の
保
守
党
の
あ
え
て
出
で
降
ら
ざ
る
も
の
あ
り
し
こ
と
は
想
像
に
難
か
ら
ず
候
︵
同
六
月
一
四
日
付

柳
田
書
簡
)(
)
︒

53

柳
田
に
と
っ
て
︑﹁
山
男
﹂
は
先
住
民
族
の
末
裔
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
こ
と
は
﹁
原
始
人
種
﹂
と
い
う
言
葉
に
明
確
に
表
明

さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
近
世
の
ア
イ
ヌ
の
あ
り
方
と
﹁
山
男
﹂
を
重
ね
︑﹁
近
世
一
部
の
保
守
党
の
あ
え
て
出
で
降
ら
ざ
る
も
の
﹂
と
比

定
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
見
解
は
︑
先
に
検
討
し
た
円
了
に
よ
る
﹁
山
男
﹂
解
釈
を
想
起
す
る
と
興
味
深
い
一
致
が
見
ら
れ
る
こ

と
が
わ
か
る
︒
円
了
も
ま
た
︑
樵
夫
や
狩
人
が
深
山
に
分
け
入
り
︑﹁
身
を
隠
し
し
﹂
者
た
ち
を
目
撃
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え

て
い
た
か
ら
だ
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
山
人
＝
先
住
民
説
に
対
し
て
︑
熊
楠
は
一
貫
し
て
批
判
的
に
接
し
て
い
る
さ
ま
は
︑
次
の
よ

う
な
書
簡
を
見
て
も
了
解
さ
れ
よ
う
︒

ま
た
﹃
和
名
抄
﹄
に
攫
を
ヤ
マ
コ
と
訓
ぜ
り
︒﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
に
飛
騨
の
黒
ん
坊
と
い
う
も
の
を
攫
に
宛
て
た
り
︒
あ
ら

か
じ
め
人
の
意
を
知
る
と
い
え
る
は
︑
九
州
の
山
ワ
ロ
︵
山
童
︑﹃
西
遊
記
﹄
等
に
出
づ
︒
天
狗
︑
人
の
意
を
知
る
こ
と
︑﹃
駿

台
雑
話
﹄
に
て
見
た
り
と
覚
え
候
︶
に
同
じ
く
︑
そ
の
形
状
明
ら
か
に
猴
の
大
な
る
も
の
な
り
︒
ヤ
マ
コ
は
今
の
山
男
に
て
︑
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山
男
の
話
は
も
と
猴
を
人
と
混
じ
て
起
こ
り
し
話
と
存
じ
候
︒
小
生
︑
昨
年
安
堵
峰
に
行
く
途
中
︑
わ
り
あ
い
に
山
浅
き
福

定
と
い
う
所
の
民
よ
り
得
し
猴
は
︑
新
し
く
殺
さ
れ
︑
そ
の
肉
を
つ
る
し
売
り
あ
り
し
︒
⁝
⁝
か
か
る
も
の
森
林
中
に
坐
し

あ
ら
ん
に
は
︑
小
生
ご
と
き
山
な
れ
た
る
男
と
い
え
ど
も
多
少
恐
怖
す
る
を
免
れ
じ
︒
い
わ
ん
や
︑
山
民
な
ど
は
理
窟
の
わ

か
ら
ぬ
も
の
で
︑
至
っ
て
臆
病
な
る
も
の
多
け
れ
ば
︑
い
ろ
い
ろ
の
説
を
触
れ
ち
ら
す
も
の
と
存
ぜ
ら
れ
候
︒
⁝
⁝
学
問
な

き
も
の
は
見
聞
狭
く
︑
何
で
も
な
き
こ
と
を
異
様
に
信
じ
︑
ま
た
申
し
ふ
ら
し
候
︵
攻
略
︶︵
同
五
月
二
五
日
付
熊
楠
書
簡
)(
)
54

山
男
が
人
の
婦
女
を
犯
す
と
い
う
こ
と
多
く
聞
く
︒
こ
れ
は
尋
常
の
人
が
異
様
の
風
装
し
て
︑
子
女
を
掠
め
奸
せ
し
と
存
ぜ

ら
れ
候
︒
ロ
ー
マ
市
の
う
ち
に
も
獣
禽
の
装
い
し
て
妻
女
を
犯
せ
し
も
の
あ
り
と
存
じ
候
︵
同
八
月
一
二
日
付
熊
楠
書

簡
)(
)
︒

55

熊
楠
は
六
月
一
四
日
付
書
簡
で
は
︑
柳
田
に
対
し
サ
ポ
ー
テ
ィ
ヴ
に
文
献
を
博
操
し
な
が
ら
﹁
山
男
﹂
に
つ
い
て
情
報
提
供
を
し

て
い
る
が
︑
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑﹁
山
男
の
話
は
も
と
猴
を
人
と
混
じ
て
起
こ
り
し
話
﹂
と
自
ら
の
判
断
を
示
し
︑
ま
た
そ
の
根

拠
と
し
て
︑
文
献
記
録
の
み
で
な
く
︑
巨
大
な
猴
が
吊
る
し
て
売
ら
れ
て
い
る
さ
ま
を
記
し
︑﹁
か
か
る
も
の
森
林
中
に
坐
し
あ
ら
ん

に
は
︑
小
生
ご
と
き
山
な
れ
た
る
男
と
い
え
ど
も
多
少
恐
怖
す
る
を
免
れ
じ
﹂
と
書
き
送
る
︑
熊
楠
は
隠
花
植
物
を
採
集
す
る
た
め

に
︑
自
身
が
長
期
間
の
山
中
生
活
を
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
だ
が
︑
こ
こ
に
は
そ
う
し
た
実
体
験
か
ら
の
想
像
が
語
ら
れ
て
い
る
︒

こ
こ
で
注
目
し
て
よ
い
こ
と
は
︑
熊
楠
は
﹁
山
男
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
何
と
見
間
違
え
た
の
か
﹂
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
焦
点
化
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
観
点
は
︑
や
は
り
柳
田
の
そ
れ
が
円
了
と
酷
似
し
て
い
る
よ
う
に
︑
円
了
が
﹁
山
人
﹂
が
立
ち
現

れ
る
要
因
と
し
て
第
一
に
あ
げ
た
︑﹁
獣
類
︑
猴
類
の
平
素
見
な
れ
ざ
る
も
の
多
か
ら
ん
﹂
と
い
う
論
点
と
同
様
の
も
の
な
の
で
あ
る
︒
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ま
た
︑﹁
山
男
﹂
が
本
論
の
第

節
で
述
べ
た
よ
う
な
里
の
女
を
攫
う
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
普
通
の
人
間
が
獣
の
な
り
を
し
て
行
っ
た

2

も
の
な
の
だ
と
︑
ロ
ー
マ
の
事
例
を
ひ
き
な
が
ら
述
べ
て
い
る
︒
熊
楠
は
山
中
の
巨
大
な
猴
︑
も
し
く
は
人
間
を
誤
認
し
た
も
の
と

し
て
︑﹁
山
男
﹂
を
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
論
点
は
大
正
年
間
に
入
り
︑
次
の
書
簡
で
前
景
化
す
る
︒

小
生
︑﹃
郷
土
研
究
﹄
の
休
刊
に
先
だ
ち
て
︑
こ
の
状
を
機
会
と
し
て
︑
真
の
山
男
の
意
味
を
答
え
申
し
上
げ
置
く
︒﹃
郷
土

研
究
﹄
に
︑
貴
下
や
佐
々
木
が
︑
山
男
山
男
と
も
て
は
や
す
を
読
む
に
︑
小
生
ら
が
山
男
と
き
き
な
れ
お
る
︑
す
な
わ
ち
真

の
山
男
で
も
何
で
も
な
く
︑
た
だ
特
種
の
事
情
よ
り
止
む
を
得
ず
山
に
住
み
︑
至
っ
て
時
勢
遅
れ
の
く
ら
し
を
な
し
︑
世
間

に
遠
ざ
か
り
お
る
男
︵
ま
た
は
女
︶
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
な
り
︒
そ
れ
な
ら
ば
︑
小
生
な
ど
も
毎
度
山
男
な
り
し
こ
と
あ
り
︒

⁝
⁝
そ
ん
な
も
の
が
山
男
山
女
な
ら
ば
︑
当
国
の
日
高
郡
山
路
村
か
ら
熊
野
十
津
川
に
は
︑
山
男
が
数
百
人
も
お
る
な
り
︒

小
生
ら
が
従
来
山
男
︵
紀
州
に
て
ヤ
マ
オ
ジ
と
い
う
︑
ニ
タ
と
も
い
う
︶
と
し
て
聞
き
伝
う
る
は
︑
そ
ん
な
人
間
を
い
う
に

あ
ら
ず
︒
丸
裸
に
松
脂
を
ぬ
り
︑
髭
毛
一
面
に
生
じ
︑
言
語
も
通
ぜ
ず
︑
生
食
を
事
と
す
る
︑
い
わ
ば
猴
類
に
し
て
二
手
二

足
あ
る
︵
猴
類
は
四
手
に
し
て
足
な
し
︶
も
の
で
︑
よ
く
人
の
心
中
を
察
し
︑
生
捉
り
殺
さ
ん
と
思
う
と
き
は
た
ち
ま
ち
察

し
て
去
る
︵
故
に
サ
ト
リ
と
も
い
う
︶
と
い
う
も
の
で
︑
学
術
的
に
申
さ
ば
︑
原
始
人
類
と
も
い
う
べ
き
も
の
な
り
︒
こ
の

原
始
人
類
と
も
い
う
べ
き
も
の
︑
日
本
に
限
ら
ず
︑
諸
国
に
そ
の
存
在
説
多
き
も
︑
多
く
は
大
な
る
猴
類
を
訛
伝
し
た
ら
し

く
︑
日
本
に
も
遠
き
昔
は
あ
っ
た
か
も
知
れ
ず
︑
今
日
は
決
し
て
な
き
こ
と
と
思
う
︵
大
正
五
年
一
二
月
二
三
日
付
熊
楠
書

簡
)(
)
︒

56

雑
誌
﹃
郷
土
研
究
﹄
は
大
正
二
︵
一
九
一
三
︶
年
に
柳
田
と
神
話
学
者
で
あ
る
高
木
敏
雄
と
の
共
同
編
集
の
下
に
創
刊
さ
れ
︑
後
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に
柳
田
一
人
が
編
集
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
彼
は
そ
こ
に
﹃
妖
怪
談
義
﹄︵
一
九
五
六
︶
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
﹁
山
の

神
の
チ
ン
コ
ロ
﹂︵
一
九
一
四
︶︑﹁
山
人
の
市
に
通
ふ
こ
と
﹂︵
同
年
︶︑﹁
山
男
の
家
庭
﹂︵
一
九
一
五
︶︑﹁
狒
々
﹂
︵
一
九
一
七
︶
と

い
う
よ
う
に
次
々
と
﹁
山
人
﹂
に
関
す
る
小
論
を
発
表
す
る
︒﹁
山
の
神
と
チ
ン
コ
ロ
﹂
と
﹁
狒
々
﹂
は
︑
山
中
に
見
ら
れ
る
不
可
思

議
な
生
物
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
︑
他
の
論
考
は
里
に
降
り
て
交
易
を
試
み
る
こ
と
や
︑
婦
女
を
攫
う
﹁
山
男
﹂
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
︒
こ
の
間
を
縫
う
よ
う
に
︑﹁
山
人
外
伝
資
料
﹂︵
一
九
一
三
︑
一
九
一
七
︶
が
や
は
り
﹃
郷
土
研
究
﹄
に
発
表
さ
れ
る
︒﹃
郷

土
研
究
﹄
の
発
刊
は
熊
楠
と
の
文
通
が
始
ま
っ
た
二
年
後
︑
そ
し
て
﹁
山
人
外
伝
資
料
﹂
が
休
載
さ
れ
た
大
正
二
年
か
ら
四
年
間
の

中
で
︑
熊
楠
の
柳
田
批
判
の
ス
タ
ン
ス
は
深
ま
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

さ
て
︑
大
正
五
年
の
書
簡
で
︑
熊
楠
は
明
確
に
﹁
大
な
る
猴
類
﹂
に
対
す
る
訛
伝
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
︒
な
る
ほ
ど
た
し
か

に
︑
そ
う
し
た
猴
よ
り
以
前
に
﹁
原
始
人
類
﹂
が
地
上
に
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
今
日
そ
の
痕
跡
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒

そ
れ
に
対
し
て
︑
里
に
降
り
︑
婦
女
を
誘
拐
す
る
よ
う
な
﹁
山
男
﹂
や
山
中
で
見
か
け
ら
れ
る
﹁
山
女
﹂
は
︑﹁
特
種
の
事
情
よ
り
止

む
を
得
ず
山
に
住
﹂
む
こ
と
に
な
っ
た
男
女
で
あ
っ
て
︑
つ
ま
り
は
人
間
で
あ
る
︒
第

節
に
あ
げ
た
柳
田
の
﹃
山
の
人
生
﹄
に
お

1

け
る
小
学
教
員
や
感
化
院
の
少
年
の
例
を
想
起
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
︒
何
か
の
事
情
で
山
中
に
入
り
住
ん
だ
と
し
て
も
︑
一
定
の
期

間
で
そ
の
暮
ら
し
に
な
れ
︑
常
人
と
異
な
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
も
の
な
の
だ
と
熊
楠
は
考
え
て
い
る
︒
こ
こ
で
柳
田

の
い
う
﹁
原
始
人
種
﹂
と
熊
楠
の
﹁
原
始
人
類
﹂
と
い
う
表
現
は
類
似
し
て
い
る
も
の
の
︑
距
離
は
大
き
い
︒
前
者
は
︑﹁
原
始
的
﹂

で
あ
る
に
し
て
も
︑
今
日
も
な
お
い
ず
れ
か
の
山
中
に
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
後
者
の
場
合
は

す
で
に
絶
滅
し
︑
そ
れ
は
猴
類
と
見
誤
ら
れ
る
と
い
う
形
で
し
か
︑
立
ち
現
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
こ
の
よ
う
な
熊
楠
の
論
に
対
し
て
︑
柳
田
は
ど
の
よ
う
に
応
答
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
柳
田
は
理
路
を
尽
く
し
て
反
論
し
て

は
い
な
い
も
の
の
︑
次
の
よ
う
に
自
ら
の
主
張
を
再
説
す
る
︒
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山
男
に
つ
き
て
の
御
話
は
面
白
く
存
じ
候
に
つ
き
︑
あ
の
ま
ま
二
月
の
雑
誌
へ
出
し
た
く
候
︒
た
だ
し
一
言
申
し
た
き
は
小

生
が
山
人
ま
た
は
山
男
と
申
し
候
も
の
は
一
巻
一
号
に
あ
ら
あ
ら
申
し
候
通
り
︑

◯
先
住
民
の
敗
残
し
て
山
に
入
り
し
者
の
子
孫

◯
今
も
存
す

◯
子
孫
永
続
の
た
め
新
来
民
す
な
わ
ち
我
々
の
子
女
を
勾
引
す
︒
故
に
血
混
じ
語
式
は
通
ず

◯
そ
の
一
部
は
死
絶
え
︑
そ
の
一
部
は
邑
を
作
り
貫
籍
を
有
し
混
同
似
て
消
滅
す

◯
こ
れ
以
外
の
非
人
間
的
現
象
は
誇
張
誤
解
に
よ
る
浮
説

か
く
考
え
お
り
候
も
も
ち
ろ
ん
十
分
な
る
証
拠
論
拠
は
提
供
せ
し
に
あ
ら
ず
︑
む
し
ろ
材
料
を
排
列
し
︑
こ
れ
に
空
な
る
仮

定
を
添
え
た
る
遊
戯
文
字
に
候
し
な
り
︵
学
問
上
有
害
な
ら
ぬ
よ
う
注
意
は
し
て
あ
る
つ
も
り
︶︵
同
一
二
月
二
七
日
付
柳
田

書
簡
)(
)
︒

57

こ
の
書
簡
の
中
で
一
巻
一
号
と
は
︑﹃
郷
土
研
究
﹄
の
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
山
人
外
伝
資
料
﹂
の
初
回
を
指
す
で
あ
ろ
う
︒
柳

田
は
こ
の
論
考
を
次
の
よ
う
に
説
き
起
こ
す
︒

拙
者
の
信
ず
る
と
こ
ろ
で
は
︑
山
人
は
こ
の
島
国
に
昔
繁
栄
し
て
い
た
先
住
民
の
子
孫
で
あ
る
︒
そ
の
文
明
は
大
い
に
退
歩

し
た
︒
古
今
三
千
年
の
間
彼
等
の
た
め
に
記
さ
れ
た
一
冊
の
歴
史
も
な
い
︒
そ
れ
を
彼
等
の
種
族
が
ほ
と
ん
と
絶
滅
し
た
か
と

思
う
今
日
に
お
い
て
︑
彼
等
の
不
倶
戴
天
の
敵
の
片
割
れ
た
る
拙
者
の
手
に
よ
っ
て
企
て
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
だ
け
で
も
彼
等

は
ま
こ
と
に
憫
む
べ
き
人
民
で
あ
る
︒
し
か
し
か
く
言
う
拙
者
と
て
も
十
余
代
前
の
先
祖
は
不
定
で
あ
る
︒
彼
等
と
全
然
血
縁
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が
な
い
と
は
断
言
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
︒
む
や
み
に
山
の
中
が
好
き
で
あ
っ
た
り
︑
同
じ
日
本
人
の
中
に
も
見
た
だ
け
で
も
慄

え
る
ほ
ど
嫌
な
人
が
あ
っ
た
り
す
る
の
を
考
え
る
と
︑
た
だ
神
の
み
ぞ
知
し
め
す
︑
ど
の
筋
か
ら
か
山
人
の
血
を
遺
伝
し
て
い

る
の
か
も
知
れ
ぬ
(

)
︒

58

柳
田
が
こ
こ
で
強
調
し
て
い
る
の
は
︑
自
分
の
﹁
血
﹂
に
も
﹁
山
人
﹂
と
同
じ
も
の
が
流
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
直
感

で
あ
る
︒
そ
れ
は
本
人
に
も
説
明
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
山
好
き
や
︑
他
者
へ
の
嫌
悪
感
な
ど
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
︒
し
か
し
﹁
山

人
﹂
は
ど
こ
ま
で
も
﹁
人
間
﹂
で
あ
る
︒
そ
れ
は
﹁
昔
繁
栄
し
た
先
住
民
の
子
孫
﹂
な
の
だ
︒
熊
楠
宛
の
書
簡
と
照
ら
し
あ
わ
せ
る

と
︑
一
層
こ
の
こ
と
は
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒﹁
山
男
﹂
は
﹁
先
住
民
の
敗
残
し
て
山
に
入
り
し
者
の
子
孫
﹂
で
あ
り
︑
人
間
で
あ

る
以
上
は
︑
子
孫
繁
栄
の
た
め
に
し
ば
し
ば
里
の
子
女
を
勾
引
し
︑
ま
た
里
の
者
と
混
血
し
て
同
化
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
も
あ
る
︒

そ
し
て
﹁
こ
れ
以
外
の
非
人
間
的
現
象
は
誇
張
誤
解
に
よ
る
浮
説
﹂
だ
と
い
う
の
だ
︒
柳
田
は
血
の
つ
な
が
り
を
感
じ
る
以
上
︑﹁
山

人
﹂
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
︑
そ
の
盛
衰
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
︒
し
か
し
そ
こ
に
は
﹁
人
間
﹂
と
し
て
の
連
続

性
が
あ
り
︑
断
絶
は
か
ん
じ
ら
れ
て
い
な
い
︒
い
か
に
人
間
離
れ
し
て
見
え
よ
う
と
も
︒
そ
れ
に
対
し
て
熊
楠
の
場
合
は
︑﹁
山
人
﹂

は
﹁
猴
類
﹂
な
の
で
あ
っ
て
︑
自
身
と
の
つ
な
が
り
は
感
じ
ら
れ
て
い
な
い
︒﹁
原
始
人
類
﹂
は
昔
は
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
現
在

は
絶
滅
し
て
い
る
︒﹁
山
人
﹂
を
﹁
人
間
﹂
だ
と
考
え
て
し
ま
う
こ
と
は
︑
た
ま
た
ま
あ
る
事
情
で
山
中
に
住
ん
で
い
る
人
々
を
神
秘

化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
対
立
し
て
い
る
論
点
が
︑
前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
円
了
に
お
い
て
は
並
存

し
て
い
た
の
は
留
意
し
て
よ
い
だ
ろ
う
︒﹁
山
人
﹂
が
立
ち
現
れ
る
三
つ
の
条
件
に
つ
い
て
︑
熊
楠
は
そ
の
第
一
点
に
焦
点
化
し
︑
柳

田
は
第
二
点
に
焦
点
化
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
両
者
の
ベ
ク
ト
ル
は
異
な
る
︒
熊
楠
は
﹁
非
人
間
﹂︵
原
始
人

類
・
猴
類
︶
か
ら
﹁
人
間
﹂︵
時
勢
遅
れ
の
く
ら
し
を
す
る
人
間
︶
へ
と
眼
差
し
を
向
け
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
柳
田
は
﹁
人
間
﹂︵
原
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始
人
種
・
先
住
民
の
子
孫
︶
か
ら
﹁
非
人
間
﹂︵
誇
張
さ
れ
た
浮
説
︶
へ
と
眼
差
し
を
向
け
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
両
者
の
関
心

の
交
わ
る
と
こ
ろ
と
し
て
は
︑﹁
人
間
﹂
と
は
何
か
︑
他
の
生
物
や
こ
の
世
界
に
お
い
て
︑
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
か
︑
と
い
う

関
心
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
を
︑
柳
田
も
熊
楠
も
意
識
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
両
者
の

書
簡
で
交
わ
さ
れ
た
﹁
山
人
﹂
論
争
の
意
味
は
︑﹁
非
人
間
﹂
と
﹁
人
間
﹂
の
区
別
と
そ
の
関
係
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

５
．
結
論

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
か
ら
︑
円
了
に
よ
る
﹁
山
人
﹂
現
象
解
釈
の
射
程
は
︑
柳
田
や
熊
楠
の
そ
れ
よ
り
も
広
い
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
︑
両
者
が
あ
げ
て
い
る
﹁
山
人
﹂
現
象
の
要
因
は
︑
す
で
に
円
了
が
指
摘
し
た
も
の
を
出
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
柳
田
に
よ
る
妖
怪
学
を
な
つ
か
し
む
発
言
を
前
提
と
し
て
︑
妖
怪
学
か
ら
民
俗
学
へ
と
︑
一
方
向
的

に
妖
怪
研
究
が
進
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
理
解
の
仕
方
に
も
︑
再
考
を
促
す
点
が
あ
ろ
う
︒
し
か
し
柳
田
・
熊
楠
の
往
復
書
簡
か
ら

明
ら
か
に
な
る
こ
と
も
あ
る
︒
そ
れ
は
両
者
が
︑
原
始
人
種
／
類
と
い
う
区
別
は
あ
り
な
が
ら
も
︑
と
も
に
﹁
人
間
﹂
と
い
う
種
の

起
源
へ
の
関
心
を
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
諸
点
を
ふ
ま
え
て
︑﹁
山
人
﹂
現
象
の
成
立
条
件
に
つ
い
て
︑

ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
そ
こ
か
ら
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
妖
怪
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
︑
い
か
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
︒

﹁
山
人
﹂
現
象
に
つ
い
て
は
︑
柳
田
が
﹃
山
の
人
生
﹄
で
言
及
し
た
よ
う
に
︑
実
際
の
基
礎
が
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
︑

一
時
的
に
元
小
学
教
員
や
感
化
院
で
保
護
さ
れ
た
少
年
と
そ
の
父
親
の
よ
う
に
︑
山
中
で
暮
ら
す
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
︒
も
し
彼
ら
が
長
期
間
︑
そ
う
し
た
ス
タ
イ
ル
に
慣
れ
親
し
ん
だ
と
し
た
ら
︑
里
の
人
々
と
は
感
性
も
感
覚
も
変
化
し
て
い
っ
た

に
違
い
な
い
︒
し
か
し
里
人
は
︑
そ
う
し
て
自
ら
が
﹁
人
間
﹂
か
ら
﹁
非
人
間
﹂
へ
と
移
行
し
て
し
ま
う
こ
と
を
怖
れ
て
い
た
と
考
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え
ら
れ
る
︒﹁
山
人
﹂
と
は
里
人
に
と
っ
て
︑
し
ば
し
ば
子
女
の
誘
拐
の
原
因
と
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
し
︑
ま
た
﹃
遠
野
物

語
﹄
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
山
中
で
あ
っ
た
彼
女
た
ち
は
︑
ま
だ
﹁
非
人
間
﹂
に
成
り
き
ら
な
い
者
と
し
て
︑
出
会
っ
た
人
々

に
そ
の
場
を
立
ち
去
る
よ
う
に
警
告
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
彼
女
た
ち
は
﹁
人
間
﹂
と
﹁
非
人
間
﹂
の
振
幅
の
う
ち
に
あ
る
が
︑

そ
れ
は
か
え
っ
て
夫
で
あ
る
﹁
山
男
﹂
の
﹁
非
人
間
性
﹂
を
際
立
た
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
完
全
に
﹁
山
人
﹂
と
化
し
た
﹁
山

女
﹂
は
︑
背
が
異
常
に
高
い
︑
黒
髪
の
印
象
的
な
女
性
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
容
姿
の
人
間
に
似
て
い
て
︑
そ
う
で
は

な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
︑
も
は
や
﹁
非
人
間
﹂
の
域
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
確
証
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
は
︑﹃
塩
尻
﹄
の
よ

う
な
随
筆
に
お
け
る
﹁
山
姥
﹂
の
語
り
と
し
て
現
さ
れ
て
い
る
︒
彼
女
は
も
は
や
人
間
で
は
な
い
が
︑
産
後
の
精
神
異
常
に
よ
っ
て

山
に
駆
け
込
ん
だ
普
通
の
女
性
だ
っ
た
︒
そ
の
た
め
に
︑﹁
山
人
﹂
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
︑﹁
人
間
﹂
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を

と
も
に
持
つ
こ
と
が
で
き
た
が
︑
そ
の
た
め
に
こ
れ
は
特
異
な
現
象
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
︑
い
わ
ば
民
俗
社
会
に
お
け
る
﹁
山
人
﹂
解
釈
に
対
し
て
︑
円
了
の
よ
う
な
哲
学
者
や
柳
田
・
熊
楠
の
よ
う
な
民
俗
学

者
は
︑
そ
れ
が
﹁
何
と
見
間
違
え
ら
れ
た
か
﹂
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
注
い
で
い
る
︒
こ
こ
で
注
目
し
て
良
い
こ
と
は
︑
誤
認
す
る

と
い
う
こ
と
は
︑
そ
れ
は
そ
の
も
の
に
似
て
い
る
が
︑
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
山
人
は
猴
の
見
間

違
え
だ
﹂
と
い
う
場
合
︑
そ
れ
は
﹁
猴
﹂
で
あ
っ
て
﹁
山
人
﹂
で
は
な
い
︒
し
か
し
そ
れ
は
﹁
猴
﹂
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
﹁
山
人
﹂

で
も
あ
り
︑﹁
山
人
﹂
は
同
時
に
﹁
猴
﹂
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
︒
妖
怪
現
象
の
正
体
を
よ
く
動
物
に
比
定
す
る
場
合
が
示
す
よ

う
に
︑
も
し
正
体
が
動
物
で
あ
る
と
し
た
ら
︑
そ
れ
は
動
物
な
の
で
あ
っ
て
︑
妖
怪
現
象
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑﹁
山
人
﹂

の
場
合
は
︑
こ
と
は
単
純
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
﹁
人
間
﹂
の
見
間
違
え
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
の
﹁
人
間
﹂
は
山
奥
に
退
隠
し
︑

﹁
猴
﹂
に
し
て
も
︑
遠
く
絶
滅
し
た
か
に
思
わ
れ
る
種
の
面
影
を
ひ
き
ず
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒﹁
山
人
﹂
は
︑﹁
人
間
﹂
で
も
﹁
非

人
間
﹂
で
も
あ
る
と
同
時
に
︑
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
﹁
似
て
異
な
る
／
異
な
る
似
た
る
﹂
も
の
な
の
だ
︒
こ
う
し
た
性
格
を
﹁
異
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似
性
﹂
と
呼
ぼ
う
︒
そ
れ
は
円
了
が
指
摘
し
た
よ
う
に
類
同
連
想
の
惹
起
の
要
因
で
あ
り
︑
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
論
理
の
根
源
に
あ
る
も

の
で
も
あ
る
︒

こ
こ
か
ら
︑﹁
山
人
﹂
現
象
の
成
立
条
件
と
︑
妖
怪
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒
す
な
わ
ち
︑
そ
れ
は
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
往
還
に
基
づ
い
た
﹁
異
似
性
﹂
の
発
現
で
あ
る
と
︒
妖
怪
現
象
が
哲
学
的
に

不
可
視
の
生
の
顕
現
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
は
︑
そ
れ
が
何
に
も
似
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
︑
想
像
力
が
形
象
を
与
え
る
の
は
︑
に

も
か
か
わ
ら
ず
何
か
に
は
似
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
も
し
茶
釜
が
茶
釜
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
茶
釜
だ
が
︑
も

し
そ
の
茶
釜
が
話
し
か
け
て
き
た
と
し
た
ら
︑
そ
れ
は
茶
釜
に
似
て
い
る
と
同
時
に
︑
茶
釜
で
は
な
い
も
の
と
な
ろ
う
︒
妖
怪
現
象

と
は
︑
そ
う
い
う
立
ち
現
れ
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
︒﹁
山
人
﹂
は
︑
正
体
を
探
せ
ば
探
す
ほ
ど
に
︑
隠
れ
て
い
っ
た
︒
そ
れ
は
漂
泊

し
つ
づ
け
る
︒
そ
の
遡
行
の
先
に
は
︑﹁
人
間
﹂
と
い
う
種
の
起
源
が
あ
る
︒
そ
れ
は
妄
想
じ
み
た
問
い
だ
ろ
う
か
︒
し
か
し
︑
妖
怪

現
象
に
問
い
か
け
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
私
た
ち
で
あ
る
︒
私
た
ち
は
︑﹁
人
間
﹂
な
の
だ
ろ
う
か
︒
﹁
非
人
間
﹂
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ブ
と
の
行
き
来
か
ら
︑
さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
考
察
し
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

今
や
︑
民
俗
学
か
ら
哲
学
的
な
妖
怪
学
へ
の
道
筋
も
︑
歩
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

【
註
︼

(
１
)

田
中
康
弘
﹃
山
怪
：
山
人
が
語
る
不
思
議
な
話
﹄
山
と
渓
谷
社
︑
二
〇
一
五
年
︑
二
一
三
︱
二
一
四
頁
︒

(
２
)

前
掲
書
︑
二
四
八
頁
︒

(
３
)

朝
里
樹
﹃
日
本
現
代
怪
異
事
典
﹄
笠
間
書
店
︑
二
〇
一
八
年
︑
三
八
四
︱
三
八
五
頁
参
照
︒
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(
４
)

前
掲
書
︑
一
六
八
︱
一
六
九
頁
参
照
︒

(
５
)
﹁
山
姥
﹂
の
出
産
を
助
け
る
説
話
に
つ
い
て
は
︑
以
下
に
豊
富
な
事
例
が
あ
る
︒
吉
田
敦
彦
﹃
妖
怪
と
美
女
の
神
話
学
：
山
姥
・
神
女
・

天
女
の
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
﹄
名
著
刊
行
会
︑
一
九
八
九
年
︑
五
五
︱
六
一
頁
参
照
︒

(
６
)

岡
田
挺
之
﹁
秉
穂
録
﹂︵﹃
日
本
随
筆
大
成
﹄
新
装
版
︿
第
１
期
﹀
第
二
〇
巻
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
四
年
︶︑
三
八
七
頁
︒

(
７
)
﹁
山
人
﹂
と
い
う
総
称
に
つ
い
て
は
伊
藤
龍
平
﹃
江
戸
幻
獣
博
物
誌
：
妖
怪
と
未
確
認
動
物
の
は
ざ
ま
で
﹄
青
弓
社
︑
二
〇
一
〇
年
︑
一

九
頁
参
照
︒﹁
山
人
﹂
と
は
︑
通
常
︑
山
中
で
生
活
を
営
む
者
た
ち
を
指
す
場
合
が
あ
る
が
︑
本
稿
は
山
中
に
お
け
る
正
体
不
明
の
存
在

の
こ
と
を
総
称
す
る
︒

(
８
)

永
井
晋
﹁
神
と
妖
怪
の
現
象
学
﹂︵
永
井
晋
﹃
現
象
学
の
転
回
：﹁
顕
現
し
な
い
も
の
﹂
に
向
け
て
﹄
知
泉
書
館
︑
二
〇
〇
七
年
︶︑
二
二

八
頁
︒

(
９
)

前
掲
書
︑
二
三
七
頁
︒

(

)

前
掲
書
︑
二
三
七
頁
︒

10
(

)

廣
田
龍
平
﹁
妖
怪
の
︑
一
つ
で
は
な
い
複
数
の
存
在
論
：
妖
怪
研
究
の
存
在
論
的
前
提
に
関
す
る
批
判
的
検
討
﹂︵﹃
現
代
民
俗
学
研
究
﹄

11

第
六
号
︑
二
〇
一
四
年
︶︑
一
一
三
︱
一
二
八
頁
参
照
︒

(

)

飯
倉
義
之
﹁
妖
怪
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
生
き
る
：
複
数
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
︿
憑
か
れ
る
﹀
研
究
の
可
能
性
﹂︵﹃
現
代
民
俗
学
研
究
﹄
第
七
号
︑

12

二
〇
一
五
年
︶︑
一
〇
︱
一
一
頁
参
照
︒

(

)

柳
田
國
男
﹃
山
の
人
生
﹄︵﹃
柳
田
國
男
全
集
﹄
第
四
巻
︑
筑
摩
書
房
︑
一
九
八
九
年
︶︑
九
八
頁
︒

13
(

)

前
掲
書
︑
八
三
︱
八
四
頁
︒

14
(

)

柳
田
國
男
﹃
遠
野
物
語
﹄︵﹃
柳
田
國
男
全
集
﹄
第
四
巻
︑
筑
摩
書
房
︑
一
九
八
九
年
︶︑
一
七
︱
一
八
頁
︒

15
(

)

前
掲
書
︑
一
八
頁
︒

16
(

)

前
掲
書
︑
一
六
頁
︒

17
(

)

前
掲
書
︑
一
六
︱
一
七
頁
︒

18
(

)

天
野
信
影
﹃
塩
尻
﹄
巻
九
十
二
︵
関
根
正
直
︑
和
田
英
松
︑
田
辺
勝
哉
監
修
﹃
日
本
随
筆
大
成
﹄
第
三
期

第
一
六
巻
︑
吉
川
弘
文
堂
︑

19

一
九
七
七
年
︶︑
三
四
八
︱
三
四
九
頁
︒

(

)

小
松
和
彦
﹃
妖
怪
学
新
考
：
妖
怪
か
ら
み
る
日
本
人
の
心
﹄
小
学
館
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
二
一
〇
︱
二
一
三
頁
参
照
︒

20
(

)

謡
曲
﹃
鉄
輪
﹄
の
あ
ら
す
じ
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
︒﹃
鉄
輪
﹄︵
横
道
萬
里
雄
︑
表
章
校
注
﹃
日
本
古
典
文
学
体
系
﹄
第
四
一
巻
︑
岩

21
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波
書
店
︑
一
九
六
三
年
︶︑
三
四
九
︱
三
五
一
頁
︒

(

)

前
掲
書
︑
三
五
二
頁
︒

22
(

)

世
阿
弥
﹃
風
姿
花
伝
﹄︵
小
西
甚
一
編
訳
﹃
世
阿
弥
能
楽
論
集
﹄
た
ち
ば
な
出
版
︑
二
〇
〇
四
年
︶︑
五
〇
︱
五
一
頁
︒

23
(

)

井
上
円
了
﹃
妖
怪
学
講
義
︵
緒
・
総
論
︶﹄︵﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
一
六
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
九
九
年
︶︑
二
〇
頁
︒

24
(

)

前
掲
書
︑
九
八
頁
︒

25
(

)

前
掲
書
︑
一
〇
二
︱
一
〇
三
頁
︒

26
(

)

前
掲
書
︑
一
〇
三
︱
一
〇
四
頁
︒

27
(

)

前
掲
書
︑
一
〇
六
頁
︒

28
(

)

前
掲
書
︑
一
七
七
︱
一
八
九
頁
参
照
︒

29
(

)

前
掲
書
︑
一
五
四
︱
一
五
五
頁
︒

30
(

)

前
掲
書
︑
一
五
五
頁
参
照
︒

31
(

)

前
掲
書
︑
一
五
五
頁
︒

32
(

)

前
掲
書
︑
二
八
五
頁
︒

33
(

)

井
上
円
了
﹃
妖
怪
学
講
義
︵
理
学
部
門
・
医
学
部
門
︶﹄︵﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
一
六
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
九
九
年
︶︑
四
九
六
頁
︒

34
(

)

前
掲
書
︑
四
九
五
頁
︒

35
(

)

前
掲
書
︑
四
九
六
頁
︒

36
(

)

飯
倉
照
平
編
﹃
柳
田
国
男

南
方
熊
楠

往
復
書
簡
集
﹄
平
凡
社
︑
一
九
七
六
年
︑
二
二
頁
︒

37
(

)

林
羅
山
﹃
本
朝
地
理
志
略
﹄︵﹃
続
々
群
書
類
従
﹄
酷
暑
刊
行
会
︑
一
九
〇
九
年
︶︑
三
頁
︒

38
(

)

井
上
円
了
﹃
妖
怪
学
講
義
︵
理
学
部
門
・
医
学
部
門
︶﹄︵﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
一
六
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
九
九
年
︶︑
五
〇
二
︱
五
〇

39

三
頁
︒

(

)

前
掲
書
︑
二
九
二
頁
︒

40
(

)

前
掲
書
︑
四
九
一
頁
︒

41
(

)

前
掲
書
︑
四
九
三
頁
︒

42
(

)

前
掲
書
︑
四
九
三
頁
︒

43
(

)

永
原
健
二
﹁
山
人
論
の
展
開
と
変
容
﹂︵
永
原
健
二
﹃
柳
田
国
男
：
物
語
作
者
の
肖
像
﹄
新
泉
社
︑
二
〇
一
〇
年
︶︑
三
七
︱
八
三
頁
参
照
︒

44
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(

)

こ
う
し
た
解
釈
は
︑
以
下
の
研
究
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒
赤
坂
憲
雄
﹃
山
の
精
神
史
：
柳
田
国
男
の
発
生
﹄
小
学
館
︑
一
九
九
一
年
︒

45
(

)

柳
田
國
男
﹁
妖
怪
談
義
﹂︵﹃
柳
田
國
男
全
集
﹄
第
六
巻
︑
筑
摩
書
房
︑
一
九
八
九
年
︶︑
一
五
頁
︒

46
(

)

小
浜
逸
郎
﹃
日
本
語
は
哲
学
す
る
言
語
で
あ
る
﹄
徳
間
書
店
︑
二
〇
一
八
年
︑
七
五
︱
八
五
頁
参
照
︒

47
(

)

飯
倉
照
平
編
﹃
柳
田
国
男

南
方
熊
楠

往
復
書
簡
集
﹄
平
凡
社
︑
一
九
七
六
年
︑
六
頁
︒

48
(

)

前
掲
書
︑
六
頁
︒

49
(

)

前
掲
書
︑
一
八
︱
二
〇
頁
参
照
︒

50
(

)

前
掲
書
︑
七
七
︱
八
三
頁
︒

51
(

)

前
掲
書
︑
一
五
頁
︒

52
(

)

前
掲
書
︑
四
八
頁
︒

53
(

)

前
掲
書
︑
二
四
︱
二
九
頁
︒

54
(

)

前
掲
書
︑
七
一
頁
︒

55
(

)

前
掲
書
︑
四
四
九
︱
四
五
〇
頁
︒

56
(

)

前
掲
書
︑
四
四
四
頁
︒

57
(

)

柳
田
國
男
﹃
山
人
外
伝
資
料
﹄︵﹃
柳
田
國
男
全
集
﹄
第
四
巻
︑
筑
摩
書
房
︑
一
九
八
九
年
︶︑
三
八
五
頁
︒

58
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