
１
．
重
な
る
名
・
移
ろ
う
名

︿
風
﹀
を
語
る
こ
と
か
ら
︑
始
め
て
み
よ
う
︒

こ
の
論
考
を
起
筆
し
た
今
日
と
い
う
日
は
︑
穏
や
か
な
晴
天
に
恵
ま
れ
て
い
る
︒
晩
秋
と
い
う
に
は
︑
か
な
り
暖
か
く
︑
時
お
り

吹
く
微
風
も
肌
に
心
地
い
い
︒
お
そ
ら
く
布
団
を
干
す
の
に
は
絶
好
だ
ろ
う
︒
昨
日
の
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
草
案
を
見
な
が
ら

ゆ
っ
く
り
と
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
を
立
ち
上
げ
︑
窓
外
の
鳥
の
声
や
生
活
音
を
聞
き
な
が
ら
キ
ー
ボ
ー
ド
に
触
れ
る
︒
も
し
︑
予
定
ど

お
り
に
書
き
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
︑
暖
か
い
布
団
が
と
て
も
嬉
し
い
ご
褒
美
に
な
る
だ
ろ
う
⁝
⁝
︒
し
か
し
︑
こ
の
論
考
が

読
者
諸
賢
に
触
れ
る
こ
ろ
に
は
︑
気
候
は
も
し
か
し
た
ら
曇
天
で
︑
春
先
に
し
て
は
ま
だ
冷
た
い
風
が
吹
き
つ
け
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
︒
ま
た
︑
風
ひ
と
つ
も
な
く
︑
冷
え
冷
え
と
︑
あ
る
い
は
暖
か
く
日
差
し
を
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
し
︑
雨
で
強
い
風
が
吹
き

す
さ
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
う
い
え
ば
︑
最
前
に
﹁
時
お
り
吹
く
微
風
﹂
と
書
い
た
︒
し
か
し
そ
の
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
よ
風
は
︑

ど
こ
を
吹
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
答
は
自
明
の
よ
う
に
見
え
る
︒
今
︑キ
ー
ボ
ー
ド
に
向
か
っ
て
い
る
わ
た
し
に
吹
い
て
い
る
の
だ
︒

し
か
し
︑
そ
れ
を
読
む
か
も
し
れ
な
い
未
知
の
人
々
の
そ
こ
に
︑
微
風
は
吹
い
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒
け
れ
ど
も
︑
ど
こ
に
も

吹
か
な
い
︿
風
﹀
な
ど
︑
ま
た
奇
妙
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
な
る
ほ
ど
た
し
か
に
︑﹁
風
速
◯
メ
ー
ト
ル
の
風
﹂
と
い
う
表
現
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は
︑
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
風
速
で
体
感
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
天
気
予
報
で
そ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て

い
る
時
︑
こ
の
国
土
の
ど
こ
か
で
は
︑
そ
の
︿
風
﹀
は
体
験
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ど
こ
に
も
吹
か
な
い
︿
風
﹀
な
ど
︑
あ
り
う

る
の
だ
ろ
う
か
︒﹁
風
が
吹
い
て
い
る
﹂
は
︑
吹
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
て
︑
言
葉
の
迷
宮
に
迷
い
込
む
︒
ど

う
か
こ
れ
を
レ
ト
リ
ッ
ク
と
思
わ
な
い
で
ほ
し
い
︒
そ
ん
な
こ
と
は
ど
こ
吹
く
風
と
放
っ
て
お
け
る
ほ
ど
に
は
︑
簡
単
な
話
で
は
な

い
︒︿
風
﹀
が
吹
い
て
い
る
︒
ま
た
そ
れ
は
同
時
に
︑︿
風
﹀
と
い
う
モ
ノ
が
吹
い
て
い
る
か
ら
で
も
あ
り
︑︿
風
﹀
が
吹
く
と
い
う
コ

ト
は
︑
そ
れ
が
吹
い
て
い
る
と
い
う
さ
ま
で
も
あ
る
︒
ど
こ
に
も
吹
い
て
い
な
い
︿
風
﹀
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
︑︿
風
﹀
と

は
そ
の
吹
き
ま
わ
し
で
も
あ
る
︒

し
か
し
︑
こ
の
よ
う
に
言
葉
の
三
密
を
重
ね
︑
よ
し
な
し
思
案
を
空
気
感
染
さ
せ
て
も
な
る
ま
い
︒
問
題
の
あ
り
か
を
別
の
角
度

か
ら
明
確
に
す
る
た
め
に
︑
次
の
よ
う
に
言
っ
て
み
よ
う
︒︿
風
﹀
は
︑
妖
怪
現
象
(

)
で
あ
る
︑
と
︒
し
か
し
そ
う
い
う
と
︑
す
ぐ
さ

1

ま
常
識
的
な
反
論
が
返
っ
て
き
そ
う
だ
︒
今
日
︑
気
象
学
に
お
い
て
は
︑
風
は
地
球
上
に
お
け
る
気
圧
傾
度
力
か
ら
発
生
す
る
と
い

う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
地
表
に
お
い
て
︑
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
分
布
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
ん
な
こ
と
は
︑
理
科

の
授
業
で
な
ら
う
事
だ
ろ
う
︑
と
︒
な
る
ほ
ど
︑
そ
の
と
お
り
な
の
だ
が
︑
次
の
よ
う
な
記
述
は
ど
う
だ
ろ
う
︒
民
俗
学
者
の
千
葉

幹
夫
は
︑﹁
全
国
妖
怪
語
辞
典
﹂
に
お
い
て
︑
次
の
よ
う
に
︿
風
﹀
を
立
項
し
て
い
る
︒

カ
ゼ

道
の
怪
︒
風
邪
神
︒
奄
美
大
島
︒
墓
道
な
ど
で
出
会
う
︒
辺
り
に
風
も
な
い
の
に
生
温
か
い
風
が
掠
め
て
悪
寒
が

し
︑
家
に
帰
っ
て
着
物
を
脱
い
で
み
る
と
︑
身
体
の
ど
こ
か
に
斑
紋
が
出
来
て
お
り
︑
間
も
な
く
高
熱
が
出
る
︒
医
者
で
は
原

因
が
わ
か
ら
ず
︑
ユ
タ
に
祓
い
を
し
て
も
ら
っ
て
治
す
と
い
う
︵
後
略
︶
(

)
︒
2
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な
る
ほ
ど
︑
尋
常
な
風
で
は
な
い
︒
そ
の
こ
と
は
︑﹁
辺
り
に
風
も
な
い
の
に
生
温
か
い
風
が
掠
め
て
悪
寒
が
し
﹂
と
い
う
微
妙
な

記
述
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
︒﹁
風
﹂
も
な
い
﹁
生
温
か
い
風
﹂
と
は
な
ん
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑﹁
身
体
の
ど
こ
か
に
斑
紋
が

出
来
て
﹂
い
る
こ
と
自
体
︑﹁
風
邪
神
﹂
と
説
明
さ
れ
な
が
ら
︑
医
学
的
な
﹁
風
邪
﹂
で
も
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
︒
そ
の
こ
と
は
︑

医
者
で
は
原
因
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
現
地
の
宗
教
的
職
能
者
で
あ
る
ユ
タ
に
祓
い
を
し
て
も
ら
う
と
い
う
対
処
法
に
も
よ

く
示
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
事
例
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒
民
間
の
妖
怪
研
究
者
で
あ
る
村
上
健
司
の
手
に
な
る
﹃
妖
怪
事
典
﹄
に

は
︑
西
日
本
︑
と
り
わ
け
九
州
地
方
に
多
い
と
し
て
﹁
カ
ゼ
﹂
が
立
項
さ
れ
︑
そ
れ
以
外
に
も
︑
こ
れ
が
飛
ぶ
と
大
風
が
吹
く
と
い

う
﹁
カ
ゼ
ダ
マ
︵
風
魂
︶﹂︵
千
葉
県
︶︑﹁
カ
ゼ
ニ
ア
ウ
﹂︵
九
州
地
方
︶︑
病
気
を
も
た
ら
す
悪
神
で
あ
る
﹁
カ
ゼ
ノ
カ
ミ
﹂︵﹃
桃
山

人
夜
話
﹄︶︑﹁
カ
ゼ
ノ
サ
ブ
ロ
ウ
サ
マ
︵
風
の
三
郎
様
︶﹂︵
新
潟
県
・
福
島
県
・
長
野
県
︶︑
山
中
で
急
に
発
熱
し
て
病
気
に
な
る
こ

と
を
い
う
﹁
カ
ゼ
フ
ケ
﹂︵
高
知
県
地
方
︶︑
や
は
り
同
様
の
こ
と
を
い
う
﹁
カ
ゼ
フ
レ
﹂︵
愛
媛
県
越
智
郡
宮
窪
町
︶︑
憑
き
も
の
に

て
つ
か
れ
る
こ
と
を
表
現
し
た
﹁
カ
ゼ
ヲ
オ
ウ
﹂︵
長
崎
県
・
佐
賀
県
地
方
︶
が
立
項
さ
れ
て
い
る
(

)
︒
さ
ら
に
︑
宗
教
人
類
学
者
の

3

佐
々
木
宏
幹
に
よ
れ
ば
︑
長
崎
県
の
西
端
に
位
置
す
る
福
江
島
で
は
︑
海
に
出
か
け
て
漁
を
し
て
い
る
間
に
起
こ
る
個
人
︑
ま
た
は

集
団
に
起
こ
る
心
身
異
常
を
﹁
カ
ゼ
に
あ
う
﹂
と
い
い
︑
そ
う
し
た
症
状
は
病
院
に
行
っ
て
も
治
癒
し
な
い
が
︑
現
地
の
私
的
な
宗

教
的
職
能
者
で
あ
る
ホ
ウ
ニ
ン
に
行
く
と
︑
数
日
で
快
癒
す
る
と
い
う
︒
こ
の
こ
と
か
ら
﹁
カ
ゼ
に
あ
う
﹂
こ
と
は
︑﹁
病
理
的
現
象

と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
宗
教

文
化
的
現
象
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
﹂
(

)
と
佐
々
木
は
述
べ
て
い
る
︒
民

−

4

俗
学
者
の
谷
川
健
一
に
よ
れ
ば
︑
そ
も
そ
も
﹁
カ
ゼ
﹂
は
﹁
古
代
に
は
妖
怪
の
一
種
﹂
(

)
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
す
で

5

に
事
例
と
し
て
あ
げ
た
九
州
地
方
の
﹁
カ
ゼ
﹂
は
ま
た
﹁
ミ
サ
キ
カ
ゼ
﹂
と
も
い
い
︑
こ
の
場
合
の
﹁
ミ
サ
キ
﹂
と
は
︑﹁
御
先
﹂
つ

ま
り
は
神
を
先
導
す
る
意
で
あ
る
︒
鹿
児
島
県
隼
人
町
や
国
分
市
に
は
隼
風
︵
は
や
か
ぜ
︶
神
社
が
あ
り
︑
蒲
生
町
・
栗
野
町
に
は

早
風
宮
が
あ
る
︒
福
井
県
坂
井
郡
の
東
尋
坊
で
は
︑
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
怨
霊
が
吹
か
せ
る
風
の
こ
と
を
﹁
ト
ウ
ジ
ン
ボ
ウ
﹂
の
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名
で
呼
び
︑
日
本
海
の
男
鹿
半
島
や
飛
鳥
で
は
︑
北
西
の
風
の
こ
と
を
﹁
タ
マ
カ
ゼ
﹂︑
ま
た
は
﹁
タ
バ
カ
ゼ
﹂
と
い
い
︑
そ
れ
は
死

霊
や
亡
魂
の
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
三
重
県
桑
名
市
多
度
町
に
あ
る
多
度
神
社
の
祭
神
・
一
目
連
が
外
出
す
る
時
に
は
風
雨
を
伴
う
と

信
じ
ら
れ
て
お
り
︑
福
井
県
大
島
半
島
︵
若
狭
︶
の
聖
域
・
ニ
ソ
の
杜
で
は
︑
祖
霊
祭
の
行
わ
れ
る
霜
月
二
三
日
の
少
し
前
に
天
候

が
荒
れ
模
様
に
な
る
と
︑﹁
あ
あ
︑
も
う
ニ
ソ
の
祭
に
な
っ
た
﹂
と
い
う
(

)
︒
こ
れ
ら
の
事
例
を
あ
げ
な
が
ら
︑
谷
川
は
﹁
風
は
死
霊

6

と
も
妖
怪
と
も
神
と
も
つ
か
ぬ
︑
む
し
ろ
そ
れ
ら
が
結
合
し
て
分
か
ち
が
た
い
も
の
﹂
(

)
で
あ
り
︑﹁
原
初
的
な
カ
ミ
も
こ
の
タ
マ

7

と
変
わ
り
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
﹂
(

)
と
述
べ
て
い
る
︒
カ
ミ
・
タ
マ
・
死
霊
・
妖
怪
の
原
初
的
な
在
り
よ
う
が
︑︿
風
﹀
と
呼
ば

8

れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
妖
怪
現
象
と
し
て
の
こ
う
し
た
︿
風
﹀
は
や
は
り
気
象
現
象
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
︑︿
風
﹀

を
吹
か
す
モ
ノ
︑
す
な
わ
ち
何
ら
か
の
行
為
主
体
︵
agen
t︶
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
た
と
え
ば
そ

れ
は
︑
任
意
の
カ
ミ
や
妖
怪
が
吹
か
す
︿
風
﹀
で
あ
り
︑
あ
く
ま
で
そ
の
主
体
は
︿
風
﹀
を
吹
か
す
モ
ノ
な
の
だ
と
解
釈
し
て
︑
問

題
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
人
類
学
者
の
イ
ン
ゴ
ル
ド
は
︑
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
示
唆
的
な
考
察
を
し
て
い
る
︒
彼
は

風
を
感
じ
る
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
︑
と
い
う
こ
と
を
問
い
す
す
め
る
中
で
︑
ま
る
で
人
々
や
物
質
的
な
モ
ノ
が
す
で
に
そ

こ
に
あ
る
よ
う
な
記
述
の
仕
方
に
疑
問
を
呈
し
︑
生
命
を
形
成

過
程
の

世
界
︵
w
orld
-in
-form
ation
︶
が
持
つ
創
造
的
な
潜
在

−
−

性
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
︒
そ
し
て
そ
の
文
脈
で
︑﹁
事
物
の
中
に
生
命
が
あ
る
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
生
命
の
中
に

事
物
が
巻
き
こ
ま
れ
て
い
る
の
だ
﹂(
)
と
語
る
︒
こ
う
し
た
触
感
に
基
づ
く
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑﹁
風
が
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー︵
agen
cy︶

9

を
持
つ
の
で
は
な
い
︒
風
が
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
な
の
で
あ
る
︒
繰
り
返
し
に
な
る
が
︑
風
で
あ
る
と
は
そ
の
吹
く
こ
と
で
あ
り
︑
吹

く
何
か
で
は
な
い
の
だ
﹂
(

)
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
︑
ア
ニ
ミ
ズ
ム
︵
an
im
ism
︶
が
︿
風
﹀
に
重
要
性
を
与

10

え
て
い
る
こ
と
の
理
由
で
も
あ
り
︑
こ
こ
か
ら
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
捉
え
な
お
す
こ
と
を
促
す
と
イ
ン
ゴ
ル
ド
は
考
え
︑
次
の
よ
う
に
も
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述
べ
て
い
る
︒﹁
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
は
世
界
に
つ
い
て
の
信
念
の
体
系
で
は
な
く
︑
世
界
の
中
に
あ
る
こ
と
の
方
法
で
あ
る
︒
⁝
⁝
も

う
一
つ
に
は
︑
ア
ニ
ミ
ズ
ム
は
事
物
の
う
ち
に
生
命
を
注
入
す
る
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
を
生
み
出
し
た
事
物
の
運
動
へ
と
事
物
を
復

帰
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
﹂
(

)
と
︒
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
︑﹁
ア
ニ
ミ
ズ
ム
﹂
に
つ
い
て
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
な
﹁
あ
ら
ゆ
る
も
の

11

に
は
霊
魂
が
宿
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
よ
う
な
説
明
に
は
︑
も
は
や
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
場
合
︑﹁
霊

魂
﹂
は
任
意
の
モ
ノ
で
あ
り
︑
そ
れ
が
宿
っ
た
コ
ト
が
︿
風
﹀
と
な
っ
て
し
ま
う
が
︑︿
風
﹀
と
は
そ
の
吹
く
コ
ト
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑

そ
の
コ
ト
と
は
別
に
モ
ノ
は
想
定
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
︒

ど
う
や
ら
︑
暖
か
な
日
差
し
の
も
と
に
吹
き
く
る
微
風
は
思
考
の
中
で
強
風
と
な
り
︑
大
変
な
風
の
吹
き
回
し
に
あ
お
ら
れ
つ
つ
︑

わ
れ
わ
れ
は
や
っ
と
問
題
の
端
緒
に
至
っ
た
よ
う
だ
︒
妖
怪
現
象
に
お
い
て
︑﹁
モ
ノ
﹂
と
﹁
コ
ト
﹂
と
の
関
係
は
︑
ど
う
な
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
こ
と
は
同
時
に
︑
個
々
の
妖
怪
現
象
の
﹁
名
づ
け
﹂
に
お
い
て
︑
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
︒︿
風
﹀
の
よ
う
な
名
づ
け
の
特
徴
を
持
つ
妖
怪
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
民
俗
学
者
の
マ
イ
ケ
ル
・
フ
ォ
ス
タ
ー
は
︑

﹁
意
味
を
ど
れ
だ
け
列
挙
し
た
と
こ
ろ
で
︑
妖
怪
と
い
う
概
念
は
忌
々
し
い
ほ
ど
散
漫
な
ま
ま
で
あ
る
﹂
(

)
と
述
べ
た
︒
そ
れ
は
︑

12

﹁
妖
怪
﹂
と
い
う
言
葉
が
︑
一
方
に
お
い
て
コ
ト
︵
occu
rren
ce︶
を
意
味
す
る
と
と
も
に
︑
他
方
で
モ
ノ
︵
th
in
gs︶
を
も
意
味
す
る

か
ら
(

)
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
キ
ツ
ネ
や
タ
ヌ
キ
は
︑
化
け
る
／
化
か
す
コ
ト
を
す
る
と
同
時
に
︑
野
生
動
物
で
も
あ
る
︒
こ
う
し
た

13

例
は
︑
狐
狸
だ
け
で
は
な
く
︑
鹿
・
狼
・
猫
・
蛇
な
ど
に
も
妥
当
す
る
だ
ろ
う
(

)
︒
し
か
し
︑
先
に
触
れ
た
﹁
ミ
サ
キ
カ
ゼ
﹂
や
﹁
タ

14

マ
カ
ゼ
﹂
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
︑
そ
こ
に
は
︿
カ
ゼ
﹀
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
︑
何
ら
か
の
形
容
を
と
も
な
う
場
合
も
あ
る
︒
妖

怪
現
象
の
命
名
は
︑
自
然
現
象
と
重
な
る
場
合
も
あ
れ
ば
︑
移
ろ
う
場
合
も
あ
る
の
だ
︒
そ
こ
で
︑
わ
れ
わ
れ
は
も
う
少
し
︑
命
名

と
い
う
観
点
か
ら
︑
こ
の
﹁
妖
怪
﹂
を
め
ぐ
る
忌
々
し
さ
に
あ
え
て
踏
み
と
ど
ま
っ
て
み
た
い
︒
以
下
︑
本
稿
で
は
︑
妖
怪
現
象
に

つ
い
て
﹁
名
づ
け
﹂
の
構
造
か
ら
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒
ま
ず
︑
次
節
で
は
︑
妖
怪
を
め
ぐ
る
﹁
モ
ノ
﹂
と
﹁
コ
ト
﹂
に

109 ｢名づけ｣をめぐる妖怪学



つ
い
て
︑
も
う
少
し
検
討
し
て
み
よ
う
︒
そ
し
て
さ
ら
に
︑
井
上
円
了
︵
一
八
五
八
～
一
九
一
九
︶
の
妖
怪
学
と
︑
柳
田
國
男
︵
一

八
七
五
～
一
九
六
二
︶
に
お
け
る
民
俗
学
的
な
妖
怪
研
究
に
お
い
て
︑﹁
名
づ
け
﹂
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
か
を
究

明
す
る
︒
そ
れ
ら
を
通
し
て
︑
非
在
の
現
前
︵﹁
な
い
﹂
も
の
が
﹁
い
る
﹂
こ
と
︶
の
振
幅
の
中
に
︑
個
々
の
妖
怪
現
象
の
﹁
名
づ
け
﹂

が
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
(

)
︒
15

２
．﹁
モ
ノ
﹂
と
﹁
コ
ト
﹂
を
再
考
す
る

と
こ
ろ
で
︑
妖
怪
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
事
象
を
調
べ
る
こ
と
の
愉
し
み
の
一
つ
は
︑
数
多
く
の
妖
怪
種
目
に
触
れ
る
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒
実
際
に
そ
れ
は
︑
少
年
の
よ
う
な
好
奇
心
を
呼
び
覚
ま
す
こ
と
で
も
あ
る
し
︑
書
店
に
な
ら
ぶ
数
多
の
﹁
妖
怪
事
典
﹂

の
類
も
︑
そ
う
し
た
構
成
を
と
っ
て
い
る
︒﹁
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
﹂
や
﹁
河
童
の
三
平
﹂﹁
悪
魔
く
ん
﹂
と
い
っ
た
漫
画
作
品
で
知
ら

れ
︑
妖
怪
画
家
と
し
て
も
後
世
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー
た
ち
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
水
木
し
げ
る
︵
一
九
二
二
～
二
〇
一
五
︶
(

)
は
︑

16

昭
和
四
九
年
︵
一
九
七
四
︶
に
刊
行
さ
れ
︑
八
〇
種
に
お
よ
ぶ
妖
怪
画
を
紹
介
し
て
い
る
﹃
妖
怪
な
ん
で
も
入
門
﹄
の
冒
頭
に
お
い

て
︑﹁
妖
怪
の
な
か
に
は
︑
そ
う
し
た
大
昔
か
ら
い
る
よ
う
な
も
の
も
あ
り
︑
江
戸
時
代
の
人
が
︑
作﹅

っ﹅

た﹅

り﹅

し
た
も
の
も
ま
じ
っ
て

い
る
﹂
(

)
と
述
べ
︑
さ
ら
に
田
畑
に
な
っ
て
い
る
真
っ
暗
な
夜
道
で
︑
急
い
で
い
て
も
足
が
も
つ
れ
て
思
う
よ
う
に
先
に
進
め
な
い

17

よ
う
な
現
象
を
﹁
す
ね
こ
す
り
﹂
と
名
づ
け
た
こ
と
で
︑﹁
目
に
は
見
え
な
く
て
も
︑
な
ん
と
な
く
そ
う
い
う
妖
怪
が
い
る
と
考
え
た

ほ
う
が
︑
そ
の
と
き
の
気
持
ち
を
よ
く
表
現
で
き
る
﹂
(

)
と
続
け
る
︒
妖
怪
は
﹁
感
じ
﹂
で
あ
る
が
︑
特
定
の
名
を
持
ち
︑
姿
形
も

18

持
つ
︑
と
い
う
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
︑
一
般
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
創
出
に
貢
献
し
た
の
は
水

木
が
最
初
で
は
な
い
︒
田
沼
時
代
の
安
永
五
年
︵
一
八
八
七
︶
に
刊
行
さ
れ
た
鳥
山
石
燕
︵
一
七
一
二
～
一
七
八
八
︶
に
よ
る
﹃
画

図
百
鬼
夜
行
﹄
を
画
期
と
し
て
︑
一
八
世
紀
は
﹁
妖
怪
革
命
﹂
の
時
代
(

)
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
こ
の
時
代
に
﹁
妖
怪
図
鑑
﹂
が
隆
盛

19
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し
た
背
景
と
し
て
︑
一
種
の
博
物
学
と
し
て
の
本
草
学
・
物
産
学
の
興
隆
︑
江
戸
を
中
心
と
し
た
都
市
へ
の
大
量
の
モ
ノ
と
情
報
の

集
中
︑
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を
基
礎
と
し
た
博
物
学
的
思
考
／
嗜
好
が
見
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
︑
江
戸
の
﹁
妖
怪
﹂
は
す
で

に
し
て
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
な
特
定
の
名
と
姿
形
を
持
つ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
な
っ
て
い
た
︒
こ
う
し
た
傾
向
は

さ
ら
に
時
代
を
遡
り
︑
一
七
世
紀
に
す
で
に
見
ら
れ
た
こ
と
も
近
年
の
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
︒
妖
怪
は
都
市
の
俳
諧
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
発
句
の
題
材
と
し
て
の
﹁
俳
言
﹂
と
し
て
価
値
を
持
つ
よ
う
に
な
る
︒
そ
う
し
た
こ
と
に
伴
う
妖
怪
の
個
別
名

の
増
加
は
︑
古
生
代
カ
ン
ブ
リ
ア
紀
に
生
物
の
種
類
が
飛
躍
的
に
増
大
し
た
現
象
に
な
ぞ
ら
え
て
︑
妖
怪
の
﹁
カ
ン
ブ
リ
ア
爆
発
﹂

と
も
目
さ
れ
て
い
る
(

)
︒
20

こ
の
よ
う
に
︑
妖
怪
が
一
七
～
一
八
世
紀
に
す
で
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
筋
に
則
る
と
し
た
ら
︑
す
で
に
そ

れ
は
前
代
の
遺
物
か
︑
も
し
く
は
表
象
文
化
研
究
の
対
象
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
同
時
に
現
代
の
民
俗
学

的
な
諸
研
究
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
︑﹁
表
象
﹂
と
し
て
の
妖
怪
と
︑﹁
伝
承
﹂
と
し
て
の
妖
怪
の
差
異
で
あ
る
(

)
︒
た
と
え
ば
伊
藤

21

龍
平
は
︑
小
松
和
彦
に
よ
る
①
出
来
事
と
し
て
の
妖
怪
︵
妖
怪
・
現
象
︶︑
②
存
在
と
し
て
の
妖
怪
︵
妖
怪
・
存
在
︶︑
③
造
形
と
し

て
の
妖
怪
︵
妖
怪
・
造
形
︶
と
い
う
﹁
妖
怪
﹂
の
意
味
領
域
を
三
種
に
区
分
す
る
説
(

)
を
参
照
し
つ
つ
︑﹁
研
究
史
を
振
り
返
る
と
︑

22

﹁
妖
怪
存
在
﹂﹁
妖
怪
造
形
﹂
に
比
べ
て
︑﹁
妖
怪
現
象
﹂
に
関
す
る
論
は
や
や
手
薄
だ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
﹂
(

)
と
指
摘
し
︑

23

﹁
大
事
に
し
た
い
の
は
︑
名
づ
け
以
前
の
﹁
妖
怪
感
覚
﹂
で
あ
る
﹂
(

)
と
述
べ
て
︑
詩
人
・
中
原
中
也
の
詩
論
の
言
葉
か
ら
﹁
名
辞
以

24

前
﹂
と
い
う
表
現
を
と
り
あ
げ
る
︒
そ
の
事
例
と
し
て
伊
藤
が
あ
げ
る
の
は
︑
小
学
校
三
～
四
年
の
頃
の
彼
自
身
の
経
験
だ
︒
場
所

は
北
海
道
︒
友
人
と
夕
刻
ま
で
遊
び
︑
人
家
も
ま
ば
ら
な
雪
原
の
一
本
道
で
家
路
を
急
い
で
い
る
と
き
︑
背
後
に
キ
ュ
ッ
キ
ュ
ッ
と

い
う
自
分
以
外
の
足
音
を
聞
い
た
よ
う
な
気
が
し
た
︒
伊
藤
少
年
は
の
ち
に
水
木
し
げ
る
の
妖
怪
画
を
通
し
て
﹁
び
し
ゃ
が
つ
く
﹂

を
知
り
︑﹁
あ
ぁ
︑
あ
の
⁝
⁝
﹂
と
思
っ
た
と
い
う
(

)
︒
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
﹁
妖
怪
﹂
に
は
な
ら
な
い
︒
こ
う
し
た
感
覚
が
広
く

25
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共
有
さ
れ
て
︑﹁
共
感
﹂
と
﹁
名
づ
け
﹂
が
行
わ
れ
た
と
き
︑
そ
れ
は
﹁
妖
怪
﹂
と
な
る
の
で
あ
る
(

)
︒
伊
藤
は
さ
ら
に
︑﹁
妖
怪
を

26

生
み
出
す
源
も
︑
そ
う
し
た
詩
的
想
像
力
﹂
(

)
で
あ
る
と
い
い
︑﹁
私
は
︑﹁
妖
怪
﹂
と
は
︑
身
体
感
覚
の
違
和
感
の
メ
タ
フ
ァ
ー
だ

27

と
思
っ
て
い
る
﹂
(

)
と
立
論
し
て
い
る
︒
こ
こ
に
は
特
定
の
姿
形
を
持
つ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
の
妖
怪
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
以
前

28

に
溯
ろ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
︒

も
う
少
し
︑
民
俗
学
の
方
面
か
ら
︑
妖
怪
現
象
の
命
名
の
構
造
に
つ
い
て
の
考
察
を
追
っ
て
み
よ
う
︒
山
田
厳
子
は
︑﹁
怪
異
﹂
の

資
料
群
を
﹁
感
覚
／
経
験
﹂
の
﹁
命
名
﹂
の
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
︒
ま
ず
事
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
︑

彼
女
自
身
の
経
験
で
あ
る
︒
一
九
九
〇
年
代
の
あ
る
朝
の
こ
と
で
あ
る
︒
常
磐
線
の
通
勤
電
車
の
中
で
︑
高
校
生
た
ち
の
と
り
と
め

も
な
い
会
話
に
耳
を
傾
け
て
い
た
お
り
︑
そ
の
う
ち
の
一
人
が
﹁
出
た
︑
サ
ヌ
キ
ナ
ナ
メ
だ
！
﹂
と
叫
ん
だ
︒
常
磐
線
佐
貫
駅
は
︑

ホ
ー
ム
自
体
が
斜
め
に
傾
い
て
い
る
た
め
に
︑
乗
客
た
ち
の
身
体
も
ま
た
斜
め
に
傾
く
︒﹁
サ
ヌ
キ
ナ
ナ
メ
﹂
は
高
校
生
た
ち
に
と
っ

て
は
﹁
地
名
﹂
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
︑
あ
る
特
定
の
場
所
で
惹
起
さ
れ
た
﹁
感
覚
﹂
の
共
有
が
経
験
の
共
有
を
う
な
が
し
︑
そ
れ

が
﹁
地
名
﹂
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
体
感
の
擬
人
化
表
現
と
し
て
﹁
怪
異
﹂
と
結
び
つ
く
と
述
べ
る
(

)
︒
29

こ
う
し
た
命
名
と
し
て
山
田
が
あ
げ
る
事
例
と
し
て
は
︑
和
歌
山
県
で
採
集
さ
れ
た
﹁
め
ぬ
り
﹂︑
や
は
り
同
県
で
宝
蔵
院
の
観
音
堂

の
前
で
起
こ
る
と
さ
れ
る
﹁
銭
筒
ご
か
し
﹂︑
岩
手
県
浄
法
寺
町
で
足
が
も
つ
れ
て
先
に
動
け
な
く
な
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
﹁
ア
ク
ド

ポ
ッ
ポ
リ
﹂︑
東
京
都
大
田
区
八
幡
塚
生
ま
れ
の
女
性
か
ら
採
集
さ
れ
た
﹁
ア
ハ
ハ
﹂
と
い
う
擬
声
語
で
あ
る
(

)
︒
こ
の
う
ち
︑﹁
め

30

ぬ
り
﹂
と
は
﹁
目
＋
塗
る
﹂
で
︑
急
に
目
の
前
に
霧
が
か
か
っ
た
よ
う
に
見
え
な
く
な
る
感
覚
遮
蔽
の
現
象
で
あ
り
︑﹁
銭
筒
ご
か
し
﹂

は
﹁
ド
シ
ャ
ー
ン
﹂﹁
ゴ
ソ
ー
ン
﹂
と
い
う
音
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
銭
筒
＋
ご
か
す
︵
倒
す
︶
と
い
う
動
詞
の
名
詞
化
で
あ
る
︒
ま

た
︑﹁
ア
ク
ド
ポ
ッ
ポ
リ
﹂
の
場
合
は
︑﹁
ア
ク
ド
︵
踵
︶
＋
ボ
ッ
ポ
リ
﹂
で
︑
体
感
の
名
詞
化
と
な
る
︒
妖
怪
現
象
の
命
名
の
構
造

の
一
つ
と
し
て
︑
名
詞
の
動
詞
化
が
あ
る
こ
と
は
留
意
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
さ
ら
に
山
田
は
︑
自
身
の
兵
庫
県
津
名
郡
五
色
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町
津
名
出
身
の
祖
母
か
ら
採
集
し
た
﹁
ビ
ン
チ
ャ
﹂
に
言
及
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
夜
道
を
後
ろ
か
ら
つ
い
て
く
る
﹁
チ
ャ
ッ
チ
ャ
ッ
﹂

と
い
う
怪
音
で
あ
り
︑
雪
駄
を
履
い
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
堕
胎
と
結
び
つ
け
て
語
ら
れ
た
︒
山
田
は
こ
の
こ

と
か
ら
︑﹁
チ
ャ
ッ
チ
ャ
ッ
﹂
と
い
う
音
が
ビ
ン
チ
ャ
と
い
う
子
ど
も
の
髪
型
を
意
味
す
る
言
葉
を
呼
び
寄
せ
︑
そ
れ
が
﹁
子
ど
も
の

妖
怪
﹂
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
﹂
(

)
と
推
論
し
て
い
る
︒
感
覚
経
験
の
名
づ
け
︵
動
詞
の
名
詞
化
・
擬
声
語
の
実
体

31

化
︶
が
妖
怪
現
象
の
背
後
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
︒

さ
ら
に
︑
こ
の
よ
う
に
命
名
さ
れ
た
妖
怪
現
象
が
や
が
て
一
人
歩
き
を
始
め
︑
類
似
し
た
現
象
を
招
き
寄
せ
て
再
定
義
さ
れ
る
こ

と
も
生
じ
て
く
る
︒
飯
倉
義
之
は
そ
う
し
た
事
例
と
し
て
﹁
ケ
サ
ラ
ン
パ
サ
ラ
ン
﹂
を
と
り
あ
げ
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
初
め

に
毛
の
塊
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
た
﹁
テ
ン
サ
ラ
バ
サ
ラ
﹂
が
︑
名
称
・
形
状
・
性
質
の
類
似
か
ら
鮓
荅
︵
動
物
の
肝
臓
や
胆
嚢
に

生
じ
る
白
い
玉
︶
や
馬
の
玉
︵
同
様
︶
と
同
一
視
さ
れ
︑
さ
ら
に
枇
杷
の
木
に
着
く
︑
白
粉
を
食
べ
て
増
え
る
︑
持
ち
主
に
幸
運
を

も
た
ら
す
︑
鉱
物
質
・
植
物
質
・
動
物
質
の
も
の
が
あ
る
と
い
っ
た
諸
性
格
が
メ
デ
ィ
ア
な
ど
を
介
し
て
﹁
認
定
﹂
さ
れ
︑
そ
の
こ

と
が
類
似
の
物
体
の
報
告
を
う
な
が
す
と
い
っ
た
こ
と
を
通
じ
て
︑﹁
ケ
サ
ラ
ン
パ
サ
ラ
ン
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
が
更
新
さ
れ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
(

)
︒
飯
倉
は
こ
う
し
た
現
象
を
﹁
コ
ト
＝
現
象
が
︑
名
付
け
に
よ
り
︑
モ
ノ
＝
実
体
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
く
構
図
に
対

32

し
︑
こ
こ
で
は
観
念
と
し
て
先
行
し
て
存
在
す
る
と
さ
れ
て
い
る
モ
ノ
が
︑
実
体
と
し
て
の
コ
ト
に
当
て
嵌
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ

る
﹂
(

)
と
指
摘
し
︑﹁
妖
怪
現
象
を
﹁
モ
ノ
﹂
と
﹁
コ
ト
﹂
の
対
立
図
式
だ
け
で
描
き
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
﹂
(

)
と
述
べ
て

33

34

い
る
︒
こ
こ
で
飯
倉
が
コ
ト
＝
現
象
が
名
付
け
に
よ
り
モ
ノ
＝
実
体
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
︑
た
と
え
ば
先

に
触
れ
た
﹁
び
し
ゃ
が
つ
く
﹂
や
﹁
ビ
ン
チ
ャ
﹂
に
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
現
象
の
背
後
に
何
ら
か
の
モ
ノ
が
想
定
さ
れ
て

い
る
場
合
は
﹁
銭
筒
ご
か
し
﹂
や
﹁
す
ね
こ
す
り
﹂
も
そ
の
例
に
入
る
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
し
て
そ
れ
と
は
逆
の
事
例
と
し
て
は
︑

飯
倉
自
身
が
と
り
あ
げ
る
﹁
ケ
サ
ラ
ン
パ
サ
ラ
ン
﹂
が
該
当
す
る
だ
ろ
う
︒
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し
か
し
︑
コ
ト
＝
現
象
・
モ
ノ
＝
実
体
の
よ
う
に
︑
単
純
に
問
え
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒
た
と
え
ば
﹁
ケ
サ
ラ
ン
パ
サ

ラ
ン
﹂
は
﹁
白
い
毛
の
塊
﹂
と
い
う
意
味
で
は
物
質
的
な
モ
ノ
で
あ
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
の
形
状
を
﹁
ケ
サ
ラ
ン
パ
サ
ラ
ン
﹂

と
名
づ
け
る
営
為
に
お
い
て
は
︑
す
で
に
コ
ト
な
の
で
は
な
い
か
︒
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
﹁
モ
ノ
﹂
で
も
﹁
コ
ト
﹂
で

も
あ
る
コ
ト
に
な
る
だ
ろ
う
︒
実
は
︑﹁
モ
ノ
﹂
と
﹁
コ
ト
﹂
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
妖
怪
現
象
を
﹁
モ
ノ
化
す
る
コ
ト
﹂
と
し
て
提
唱
し

た
の
は
作
家
の
京
極
夏
彦
で
あ
る
︒
京
極
は
民
俗
学
者
で
は
な
い
が
︑
そ
の
妖
怪
論
が
学
問
的
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
意

味
に
お
い
て
︑
そ
の
立
論
は
再
考
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
︒
京
極
は
怪
異
学
の
動
向
に
つ
い
て
︑
な
ぜ
﹁
妖
怪
﹂
で
は
な
く
﹁
怪
異
﹂

と
い
う
言
葉
が
選
択
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
論
及
し
︑﹁
通
俗
的
言
説
の
場
に
於
い
て
は
﹁
妖
怪
﹂
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
貼
っ
た
時

点
で
現
象
や
習
俗
と
い
っ
た
﹁
コ
ト
﹂
が
瞬
時
に
﹁
モ
ノ
﹂
化
＝
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
状
況
﹂
(

)
が
あ
る
こ
と
を

35

指
摘
し
︑﹁
妖
怪
﹂
と
い
う
言
葉
が
領
域
化
す
る
﹁
モ
ノ
﹂
と
︑
領
域
化
し
え
な
い
﹁
コ
ト
﹂
を
掬
い
だ
し
︑
さ
ら
に
は
﹁
モ
ノ
化
し

て
し
ま
っ
た
コ
ト
﹂
を
﹁
コ
ト
﹂
と
し
て
取
り
扱
う
た
め
に
︑﹁
妖
怪
﹂
の
上
位
概
念
と
し
て
﹁
怪
異
﹂
を
位
置
づ
け
た
と
述
べ
る
(

)
︒
36

京
極
は
﹁
モ
ノ
﹂
を
物
／
者
／
霊
な
ど
と
書
き
あ
ら
わ
さ
れ
る
﹁
或
る
対
象
﹂
と
し
て
の
﹁
世
界
内
存
在
﹂
を
指
し
︑﹁
コ
ト
﹂
は
そ

う
し
た
存
在
の
運
動
や
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
変
化
︑
さ
ら
に
は
変
化
す
る
﹁
世
界
﹂
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
と
定
義
す

る
(

)
︒
で
は
︑
こ
う
し
た
定
義
に
照
ら
す
と
︑﹁
モ
ノ
化
し
て
し
ま
っ
た
コ
ト
﹂
と
は
い
か
な
る
事
態
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で

37

あ
ろ
う
か
︒
柳
田
國
男
の
昭
和
三
一
年
︵
一
九
五
六
︶
の
著
作
で
あ
る
﹃
妖
怪
談
義
﹄
の
巻
末
に
現
在
は
収
録
さ
れ
︑
も
と
は
雑
誌

﹁
民
間
伝
承
﹂
に
昭
和
一
三
年
︵
一
九
三
九
︶
か
ら
翌
年
に
か
け
て
断
続
的
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
妖
怪
名
彙
﹂
に
記
さ
れ
て
い
る
﹁
ヌ
リ

カ
ベ
﹂
を
具
体
例
に
そ
の
考
察
は
進
め
ら
れ
て
い
る
︒
以
下
︑
行
論
を
明
確
に
す
る
た
め
に
︑﹁
ヌ
リ
カ
ベ
﹂
の
項
目
を
京
極
に
な
ら

い
﹁
妖
怪
名
彙
﹂
か
ら
引
用
し
て
お
こ
う
︒
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ヌ
リ
カ
ベ

筑
前
遠
賀

お

ん

が

郡
の
海
岸
で
い
う
︒
夜
道
を
あ
る
い
て
居
る
と
急
に
行
く
先
が
壁
に
な
り
︑
ど
こ
へ
も
行
け
ぬ
こ
と

が
あ
る
︒
そ
れ
を
塗
り
壁
と
い
っ
て
怖
れ
ら
れ
て
い
る
︒
棒
を
も
っ
て
下
を
払
う
と
消
え
る
が
︑
上
の
方
を
敲
い
て
も
ど
う
も

な
ら
ぬ
と
い
う
︵
後
略
︶
(

)
︒
38

京
極
は
ま
ず
こ
の
文
章
を
﹁
モ
ノ
﹂
と
﹁
コ
ト
﹂
に
分
解
し
︑﹁
福
岡
県
の
海
岸
に
は
夜
︑
歩
行
中
に
突
然
前
方
を
塞
ぐ
︵
と
い
う

コ
ト
を
す
る
ぬ
り
か
べ
と
い
う
妖
怪
︵
＝
モ
ノ
︶
が
出
る
︵
と
い
う
コ
ト
が
伝
わ
る
︶
と
書
き
換
え
る
︒
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
要
約

と
し
て
︑﹁
九
州
に
は
ぬ
り
か
べ
と
い
う
﹁
モ
ノ
﹂
が
い
る
︵
と
い
う
コ
ト
︶﹂
と
記
す
が
︑
こ
う
し
た
要
約
は
お
か
し
い
と
論
を
進

め
る
(

)
︒
な
ぜ
な
ら
︑
九
州
に
は
そ
の
よ
う
な
﹁
モ
ノ
﹂
は
出
な
い
し
︑
そ
ん
な
﹁
モ
ノ
﹂
は
い
な
い
︒
だ
か
ら
正
確
に
は
︑﹁
九
州

39

で
は
ぬ
り
か
べ
と
い
う
﹁
コ
ト
﹂
が
起
き
る
﹂
と
い
う
コ
ト
な
の
で
あ
っ
て
︑
よ
り
解
像
度
を
上
げ
る
と
﹁
福
岡
県
の
海
岸
で
は
夜
︑

歩
行
中
に
突
然
前
方
を
塞
が
れ
る
現
象
を
ぬ
り
か
べ
﹂
と
呼
ん
で
い
る
︶︑
あ
る
い
は
﹁
九
州
で
は
ぬ
り
か
べ
と
い
う
現
象
が
起
き
る
﹂

と
い
う
コ
ト
に
な
る
の
で
あ
る
(

)
︒
し
か
し
︑
水
木
し
げ
る
に
よ
る
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
イ
メ
ー
ジ
な
ど
を
契
機
に
︑﹁
あ
る
時
期
を
境

40

に
し
て
﹁
妖
怪
﹂
は
﹁
起
き
る
コ
ト
﹂
で
は
な
く
﹁
現
わ
れ
る
モ
ノ
﹂
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
︒﹁
塗
り
壁
と
い
う
コ
ト
﹂
が
﹁
ぬ
り

か
べ
と
い
う
モ
ノ
﹂
に
す
り
替
わ
っ
て
し
ま
っ
た
﹂
(

)
の
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
︑
民
俗
社
会
に
お
い
て
も
﹁
コ
ト
の
モ

41

ノ
化
﹂
は
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
︒﹁
歩
行
中
に
壁
が
現
わ
れ
て
動
け
な
く
な
る
体
験
﹂
を
﹁
塗
り
壁
﹂
と
名
づ
け
た

瞬
間
に
︑﹁
コ
ト
の
モ
ノ
化
﹂
は
始
ま
っ
て
い
る
の
だ
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
﹁
ヌ
リ
カ
ベ
﹂
の
命
名
に
つ
い
て
は
︑
先
に
述
べ
た
﹁
め
ぬ
り
﹂
に
近
い
も
の
だ
ろ
う
︒
こ
の
場
合
は
﹁
目
﹂

︵
名
詞
︶
＋
﹁
塗
る
﹂︵
動
詞
︶
が
名
詞
化
し
て
い
る
わ
け
だ
が
︑﹁
ヌ
リ
カ
ベ
﹂
の
場
合
は
﹁
塗
る
﹂︵
動
詞
︶
＋
﹁
壁
﹂︵
名
詞
︶
と

い
う
よ
う
に
︑
語
順
が
逆
に
な
っ
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
だ
︒
こ
う
し
た
名
詞
＋
動
詞
と
い
う
形
態
は
︑﹁
ア
ズ
キ
ト
ギ
﹂︵﹁
小
豆
﹂
＋
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﹁
磨
ぐ
﹂︶
や
﹁
タ
タ
ミ
タ
タ
キ
﹂︵﹁
畳
﹂
＋
﹁
叩
く
﹂︶︑﹁
フ
ク
ロ
サ
ゲ
﹂︵﹁
袋
﹂
＋
﹁
下
げ
る
﹂︶
な
ど
︑
数
多
く
見
る
こ
と
が
で

き
る
︒
そ
こ
に
は
︑
何
ら
か
の
モ
ノ
を
あ
ら
わ
す
名
詞
と
︑
特
定
の
動
作
︵
磨
ぐ
・
叩
く
・
下
げ
る
な
ど
︶
が
一
体
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
︒
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑﹁
モ
ノ
﹂
と
﹁
コ
ト
﹂
を
截
然
と
切
り
分
け
︑
後
者
の
前
者
へ
の
変
貌
を
﹁
妖
怪
﹂
の
意
味
内

実
に
し
て
し
ま
う
の
は
︑
不
十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
さ
ら
に
︑﹁
ヌ
リ
カ
ベ
﹂
の
よ
う
な
経
験
に
つ
い
て
は
︑
人
類
学
者
の
ウ
ィ

ラ
ー
ス
レ
フ
に
よ
る
﹁
精
霊
﹂
の
解
釈
が
補
助
線
に
な
る
と
思
わ
れ
る
︒
彼
は
シ
ベ
リ
ア
の
狩
猟
採
集
民
で
あ
る
ユ
カ
ギ
ー
ル
に
対

す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
い
︑
現
地
で
語
ら
れ
て
い
る
﹁
精
霊
﹂
が
社
会
関
係
の
隠
喩
や
表
象
で
あ
る
と
い
う
︑
こ
れ
ま
で
の

文
化
人
類
学
の
解
釈
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
(

)
︒
し
か
し
︑
そ
う
で
あ
る
と
は
い
え
︑﹁
精
霊
﹂
は
の
べ
つ
ま
く
な
し
に
ど
こ

42

に
で
も
﹁
い
る
﹂
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
ら
は
﹁
人
々
の
活
動
の
関
係
的
な
文
脈
の
中
に
い
る
﹂
(

)
の
で
あ
り
︑
と
り
わ
け

43

狩
り
と
い
う
特
定
の
行
為
が
う
ま
く
い
か
な
い
時
や
︑
夢
の
中
な
ど
に
お
い
て
︑
特
定
の
名
を
も
っ
て
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
(

)
︒
44

こ
う
し
た
ウ
ィ
ラ
ー
ス
レ
フ
の
﹁
精
霊
﹂
論
に
照
ら
せ
ば
︑﹁
ヌ
リ
カ
ベ
﹂
は
福
島
県
の
海
岸
地
方
の
人
々
の
生
活
を
背
景
と
し
︑
感

覚
遮
蔽
と
い
う
あ
る
特
定
の
関
係
的
文
脈
に
お
い
て
﹁
モ
ノ
﹂
と
し
て
も
﹁
い
る
﹂
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑﹁
モ
ノ
﹂
と
﹁
コ
ト
﹂
の
厳
密
な
切
り
分
け
に
つ
い
て
は
︑
上
代
語
の
研
究
や
哲
学
の
文
脈
か
ら
も
そ
の
一
面
性
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
︒
西
条
勉
は
﹁
も
の
が
な
し
﹂
と
い
う
場
合
の
接
頭
語
の
﹁
も
の
﹂
や
︑﹃
日
本
書
記
﹄︵
八
世
紀
成
立
︶
に
お
け

る
﹁
物
﹂
の
用
例
︑
そ
し
て
﹁
鬼
﹂
を
意
味
す
る
﹁
モ
ノ
﹂
な
ど
に
着
目
し
つ
つ
︑﹁
つ
ま
り
︑
そ
れ
ら
は
︑
個﹅

別﹅

化﹅

さ﹅

れ﹅

名﹅

辞﹅

化﹅

さ﹅

れ﹅

る﹅

以﹅

前﹅

に﹅

捉﹅

え﹅

ら﹅

れ﹅

る﹅

何﹅

も﹅

の﹅

か﹅

の﹅

隠﹅

喩﹅

的﹅

な﹅

現﹅

れ﹅

﹂
(

)
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
存
在
物
は
見
る
こ
と
に
お
け
る
現
れ
と
し

45

て
は
︑
主
客
未
分
の
う
ち
に
知
覚
的
に
体
験
さ
れ
て
い
る
が
︑
多
く
の
場
合
は
そ
う
し
た
物
と
の
出
会
い
は
︑
す
で
に
名
辞
化
さ
れ

個
別
化
さ
れ
た
う
ち
に
行
わ
れ
る
の
で
︑
反
省
以
前
の
知
覚
作
用
は
表
面
に
意
識
さ
れ
な
い
が
︑
ひ
と
た
び
見
ず
知
ら
ず
の
物
に
出

会
し
た
場
合
は
︑
そ
の
深
層
的
な
体
験
が
露
わ
に
晒
け
出
さ
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
も
の
が
な
し
い
﹂
と
い
う
場
合
︑
そ
れ
は
漠
然
と
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し
て
捉
え
が
た
く
︑
な
ん
と
な
く
そ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︑
と
い
う
も
の
で
︑
説
明
と
し
て
は
﹁
あ
い
ま
い
で
︑
と
ら
え
ど
こ
ろ

が
な
い
が
︑
そ﹅

の﹅

よ﹅

う﹅

な﹅

気
分
と
し
て
は
︑
曰
く
言
い
難
い
ほ
ど
に
充
V
し
て
い
る
﹂
(

)
の
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
︑﹁
コ
ト
﹂
の
場
合

46

は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
こ
ち
ら
に
つ
い
て
も
﹃
万
葉
集
﹄︵
奈
良
時
代
末
成
立
︶
の
用
例
に
拠
り
つ
つ
︑
西
条
は
﹁
コ
ト
と
は
ま
さ
し
く

言
語
に
他
な
ら
な
い
﹂
(

)
と
述
べ
る
︒﹁
コ
ト
﹂
に
つ
い
て
は
︑
よ
く
言
＝
事
と
い
う
事
が
言
わ
れ
る
が
︑
言
と
し
て
の
コ
ト
は
口
に

47

出
さ
れ
た
音
声
で
あ
り
︑
事
と
し
て
の
コ
ト
は
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
内
容
で
あ
る
か
ら
だ
(

)
︒
し
か
し
西
条
は
歩
を
進
め
て

48

祝
詞
や
風
土
記
の
用
例
も
調
査
し
︑﹁
コ
ト
ト
ヒ
﹂
の
﹁
コ
ト
﹂
が
﹁
音
﹂︵
oto︶
や
木
音
︵
koto︶
と
通
じ
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の

情
景
が
﹁
サ
ヤ
グ
﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
そ
れ
は
自
然
の
音
響
な
の
だ
ろ
う
と
推
定
す
る
︒
神
の
﹁
言
﹂
は
︑﹁
琴
﹂
の

音
を
介
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
(

)
︒
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑﹁
モ
ノ
と
は
︑
外
界
の
存
在
物
が
は
じ
め
て
視
覚
に
た
ち
現
れ
る
名

49

辞
以
前
の
写
像

イ
メ
ー
ジ

で
あ
っ
た
︒
こ
れ
と
対
照
し
て
言
え
ば
︑
コ
ト
は
︑
外
界
の
自
然
が
聴
覚
に
た
ち
現
れ
る
音
声
以
前
の
音
響
﹂
(

)
で
50

あ
り
︑﹁
モ
ノ
﹂
と
﹁
コ
ト
﹂
に
は
︑
裸
の
感
性
が
世
界
に
出
会
う
と
き
の
衝
撃
が
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
注
目
す

べ
き
は
︑﹁
モ
ノ
﹂
と
﹁
コ
ト
﹂
に
お
い
て
︑
伊
藤
が
﹁
妖
怪
感
覚
﹂
に
お
い
て
留
意
し
た
の
と
同
様
︑﹁
名
辞
以
前
﹂
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
︒﹁
モ
ノ
﹂
は
あ
る
対
象
で
あ
り
︑﹁
コ
ト
﹂
は
そ
の
変
化
で
あ
る
と
単
純
に
は
言
え
な
い
︒
両
者

は
移
ろ
う
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
︒
実
際
︑
西
条
は
﹁
モ
ノ
化
す
る
コ
ト
﹂
と
は
異
な
り
︑
名
づ
け
に
つ
い
て
も
む
し
ろ
知
覚
を
襲

う
写
像
︵
モ
ノ
︶
が
名
︵
コ
ト
︶
の
内
実
に
吸
収
さ
れ
る
と
い
う
位
相
に
着
目
し
て
い
る
(

)
︒﹁
コ
ト
﹂
が
言
葉
と
し
て
の
音
声
で
も

51

あ
る
と
す
れ
ば
︑﹁
モ
ノ
化
す
る
コ
ト
﹂
に
は
﹁
コ
ト
化
す
る
モ
ノ
﹂
と
い
う
位
相
も
貼
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

哲
学
の
領
域
に
お
い
て
も
︑﹁
コ
ト
﹂
と
﹁
モ
ノ
﹂
の
相
対
的
な
関
係
性
に
つ
い
て
は
議
論
さ
れ
て
い
る
︒
思
想
家
の
長
谷
川
三
千

子
は
︑
和
�
哲
郎
の
﹁﹁
も
の
の
あ
は
れ
﹂
に
つ
い
て
﹂︵
初
出
一
九
二
二
︶
(

)
や
︑﹁
日
本
語
と
哲
学
の
問
題
﹂︵
初
出
一
九
二
二
︶
(

)

52

53

に
依
拠
し
つ
つ
︑﹁
本
当
の
と
こ
ろ
は
︑﹁
も
の
﹂
も
﹁
こ
と
﹂
も
︑
ど
ち
ら
も
﹁
時
間
的
﹂
な
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑﹁
こ
と
﹂
が
時
の
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到
来
し
出
現
す
る
︑
そ
の
﹁
つ
ぎ
つ
ぎ
に
な
り
ゆ
く
﹂
側
面
に
目
を
向
け
て
い
る
の
に
対
し
て
︑﹁
も
の
﹂
は
出
で
来
た
っ
た
も
の
が

過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
︑
そ
の
後
姿
マ

マ

を
眺
め
や
っ
て
い
る
﹂
(

)
と
述
べ
て
い
る
︒﹁
も
の
﹂
と
い
う
語
が
具
体
的
な
名
指
し
さ
れ
る
事
物

54

か
ら
︑
そ
の
具
体
相
を
消
し
去
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
﹁
無
﹂
の
影
を
宿
し
て
い
る
の
に
対
し
て
︑﹁
こ
と
﹂
は
く
っ
き
り
と
目
立

つ
と
い
う
意
味
も
持
つ
︒
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
は
︑﹁
コ
ト
﹂
と
﹁
モ
ノ
﹂
が
両
者
と
も
時
間
の
相
に
あ
り
な
が
ら
︑
そ

の
移
ろ
い
に
お
い
て
︑
際
立
つ
姿
と
去
り
ゆ
く
姿
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
西
条
の
解
釈
と
重
ね
る
の
な
ら
ば
︑﹁
コ
ト
﹂
は

﹁
音
﹂
と
し
て
︑
ま
た
は
事
象
と
し
て
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
が
︑﹁
モ
ノ
﹂
は
名
辞
以
前
の
驚
き
と
し
て
留
ま
る
と
言
っ
て
も
よ
い
︒
し

か
し
同
時
に
﹁
コ
ト
﹂
は
﹁
音
﹂
と
し
て
﹁
名
づ
け
﹂
の
機
能
も
持
つ
︒﹁
モ
ノ
﹂
は
﹁
コ
ト
﹂
に
留
め
ら
れ
︑
輪
郭
を
明
確
に
す
る
︒

し
か
し
そ
の
明
確
さ
と
は
︑
分
節
化
と
い
う
よ
り
も
︑
名
辞
以
前
の
あ
の
体
験
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
モ
ノ
﹂
と
﹁
コ
ト
﹂

の
関
係
が
こ
の
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
こ
に
は
主
客
未
分
の
不
分
明
さ
を
︑
そ
の
不
分
明
さ
の
ま
ま
に

表
現
し
よ
う
と
い
う
傾
き
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
で
は
︑
こ
う
し
た
﹁
モ
ノ
﹂﹁
コ
ト
﹂
と
名
づ
け
の
関
係
か
ら
︑

井
上
円
了
と
柳
田
國
男
の
営
み
は
ど
の
よ
う
に
読
み
解
け
る
だ
ろ
う
か
︒

３
．
妖
怪
学
と
民
俗
学
的
妖
怪
研
究
に
お
け
る
名
づ
け
の
構
造

３

１
．
名
づ
け
ら
れ
る
﹁
妖
怪
﹂
と
名
か
ら
こ
ぼ
れ
る
﹁
怪
事
﹂

−

円
了
は
︑
明
治
二
六
年
︵
一
八
九
三
︶
か
ら
翌
年
に
か
け
て
﹃
哲
学
館
講
義
録
﹄
に
掲
載
さ
れ
︑
明
治
二
九
年
︵
一
八
九
六
︶
に

合
冊
と
な
っ
た
﹃
妖
怪
学
講
義
﹄
に
お
い
て
︑﹁
妖
怪
と
は
︑
異
常
︑
変
態
に
し
て
︑
し
か
も
そ
の
道
理
の
解
す
べ
か
ら
ず
︑
い
わ
ゆ

る
不
思
議
に
属
す
る
も
の
に
し
て
︑
こ
れ
を
約
言
す
れ
ば
不
思
議
と
異
常
を
兼
ぬ
る
も
の
﹂︵

︶
(

)
と
定
義
し
て
い
た
︒
こ
の

16:59

55

場
合
の
﹁
異
常
﹂
や
﹁
変
態
﹂
と
は
︑﹁
全
く
変
化
︑
新
奇
を
義
と
す
る
﹂︵

︶
で
あ
り
︑
平
常
と
異
な
る
現
象
を
意
味
す
る
︒

16:170
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こ
の
よ
う
な
広
範
な
﹁
妖
怪
﹂
定
義
に
照
ら
し
て
︑
個
々
の
妖
怪
現
象
の
﹁
名
づ
け
﹂
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
︒
そ
の
手
が
か
り
は
︑
し
か
し
存
外
に
わ
ず
か
で
あ
る
︒
ま
ず
は
︑
次
の
事
例
か
ら
検
討
を
始
め
よ
う
︒

明
治
十
七
年
﹇
筆
者
注
・
一
八
八
四
﹈
の
こ
と
と
か
や
︒
ア
メ
リ
カ
の
帆
走
船
︑
豆
州
下
田
近
傍
に
き
た
り
て
破
損
し
た
る

こ
と
あ
り
︒
そ
の
破
船
の
件
に
関
し
て
︑
ア
メ
リ
カ
人
中
久
し
く
そ
の
地
に
滞
在
せ
し
者
あ
り
て
︑
こ
の
法
を
同
地
の
人
民
に

伝
え
た
り
と
い
う
︒
そ
の
と
き
︑
ア
メ
リ
カ
人
は
英
語
を
も
っ
て
そ
の
名
を
呼
び
た
る
も
︑
そ
の
地
の
も
の
英
語
を
解
せ
ず
し

て
︑
そ
の
名
を
呼
び
難
き
を
も
っ
て
﹁
コ
ッ
ク
リ
﹂
の
名
を
与
う
る
に
至
れ
り
︒
け
だ
し
︑﹁
コ
ッ
ク
リ
﹂
と
は
﹁
コ
ッ
ク
リ
コ
ッ

ク
リ
﹂
と
傾
く
を
義
と
し
て
︑
竹
の
上
に
載
せ
た
る
蓋ふ

た

の
﹁
コ
ッ
ク
リ
﹂
と
傾
く
よ
り
起
こ
る
と
い
う
︒
こ
れ
よ
り
一
般
に
伝

え
て
﹁
コ
ッ
ク
リ
﹂
様
と
呼
び
︑
そ
の
名
に
配
す
る
に
﹁
狐
狗
狸
﹂
の
語
を
用
う
る
に
至
り
し
な
り
︒
果
た
し
て
し
か
ら
ば
︑

こ
の
法
は
西
洋
よ
り
伝
来
し
た
る
も
の
に
し
て
︑
そ
の
流
行
は
豆
州
下
田
よ
り
起
こ
り
し
こ
と
明
ら
か
な
り
︒
当
時
下
田
に
あ

り
し
船
頭
の
輩
ひ
と
た
び
こ
の
怪
事
を
実
視
し
︑
そ
の
後
︑
東
西
の
諸
港
に
入
り
て
こ
れ
を
伝
え
︑
西
は
尾
張
ま
た
は
大
阪
に

伝
え
︑
東
は
房
総
ま
た
は
京
浜
の
間
に
伝
え
し
や
必
然
な
り
︒
ゆ
え
に
︑
そ
の
東
京
に
入
る
も
深
川
︑
京
橋
等
の
海
辺
よ
り
始

ま
る
︵

︶︒

16:555

﹁
コ
ッ
ク
リ
さ
ん
﹂
の
命
名
の
由
来
と
伝
播
経
路
に
関
す
る
簡
潔
な
説
明
で
あ
る
︒
右
の
文
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
明
治
二
〇
年
︵
一
八

八
七
︶
の
﹃
妖
怪
玄
談
﹄
の
第
一
六
節
冒
頭
︵

︶
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑﹃
妖
怪
学
講
義
﹄
連
載
開
始
ま
で
の
六
年
の
間

19:34-35

に
︑
円
了
の
見
解
に
変
化
が
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒
円
了
に
よ
れ
ば
︑﹁
コ
ッ
ク
リ
さ
ん
﹂
は
ア
メ
リ
カ
伝
来
の
も
の
で
あ

り
︑
豆
州
︵
伊
豆
︶
下
田
に
停
泊
し
て
い
た
帆
走
船
の
船
員
が
︑
地
元
の
漁
師
に
そ
の
方
法
を
伝
え
た
こ
と
に
由
来
す
る
︒
そ
れ
は
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竹
の
上
に
乗
せ
た
蓋
が
﹁
コ
ッ
ク
リ
コ
ッ
ク
リ
﹂
と
傾
く
と
言
う
擬
音
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
そ
の
擬
音
は
﹁
コ
ッ
ク

リ
様
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
特
定
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
予
想
さ
せ
る
名
称
へ
と
変
化
し
︑
さ
ら
に
﹁
狐
狗
狸
﹂
と
い
う
よ
り
そ
の
﹁
コ
ッ

ク
リ
﹂
を
引
き
起
こ
す
要
因
と
考
え
ら
れ
る
﹁
モ
ノ
﹂
の
名
称
に
変
化
し
た
の
だ
︒
妖
怪
現
象
の
名
づ
け
と
し
て
︑
前
節
に
触
れ
た

動
詞
の
名
詞
化
に
加
え
て
︑
擬
声
語
︵
コ
ッ
ク
リ
︶
の
名
詞
化
︵
コ
ッ
ク
リ
さ
ん
︶
を
つ
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
︒

こ
う
し
た
例
と
し
て
︑
畳
を
叩
く
よ
う
な
音
と
し
て
聞
こ
え
る
﹁
バ
タ
バ
タ
﹂
や
︑
背
後
に
響
く
足
音
に
擬
せ
ら
れ
る
﹁
ベ
ト
ベ
ト

サ
ン
﹂︑
近
く
を
通
る
と
そ
こ
か
ら
話
し
声
の
よ
う
な
音
が
す
る
﹁
コ
ソ
コ
ソ
イ
ワ
﹂︑
現
代
の
ネ
ッ
ト
上
で
伝
わ
る
﹁
ク
ネ
ク
ネ
﹂

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
(

)
︒﹁
コ
ッ
ク
リ
﹂
と
い
う
擬
声
語
が
﹁
狐
狗
狸
﹂
を
導
い
た
こ
と
も
︑
留
意
し
て
お
い
て
よ
い

56

だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
例
と
し
て
は
︑
見
上
げ
て
い
る
と
次
第
に
高
く
な
る
﹁
ノ
リ
コ
シ
﹂
が
あ
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ

は
影
法
師
の
よ
う
な
姿
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
︑﹁
乗
り
越
す
﹂
コ
ト
を
す
る
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
想
定
す
る
名
と
な
っ
て
い
る
︒
し

か
し
︑
円
了
は
妖
怪
現
象
の
命
名
研
究
に
さ
ほ
ど
注
力
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
︒
次
の
事
例
と
解
釈
は
︑
円
了
の
こ
う
し
た
関
心

の
あ
り
よ
う
を
よ
り
明
瞭
に
伝
え
て
い
る
︒

維
新
前
︑
あ
る
城
内
に
毎
朝
鶏
鳴
に
さ
き
だ
ち
て
﹁
ト
ウ
テ
ン
カ
﹂﹁
ト
ウ
テ
ン
カ
﹂
と
叫
ぶ
声
あ
り
︒
思
う
に
鳥
の
声
な
り
︒

そ
の
語
︑
解
す
べ
か
ら
ず
と
い
え
ど
も
︑
け
だ
し
﹁
ト
ウ
テ
ン
カ
﹂
は
当
天
下
な
ら
ん
︒
果
た
し
て
し
か
ら
ば
︑
妖
鳥
あ
り
て

天
下
に
大
変
動
あ
る
こ
と
を
告
ぐ
る
も
の
と
な
せ
り
︒
し
か
る
に
一
人
あ
り
て
そ
の
原
因
を
探
知
せ
ん
と
欲
し
︑
そ
の
声
の
き

た
る
方
を
た
ず
ね
て
行
け
ば
︑城
内
に
あ
ら
ず
し
て
城
外
な
る
こ
と
を
発
見
せ
り
︒
さ
ら
に
城
外
に
出
て
こ
れ
を
た
ず
ぬ
る
に
︑

市
に
鍛
冶
屋
あ
り
て
︑
毎
朝
三
時
頃
起
き
鍛
工
に
従
事
し
︑﹁
ト
ウ
テ
ン
カ
﹂
と
は
す
な
わ
ち
そ
の
声
な
る
を
知
れ
り
と
い
う
︒

か
く
の
ご
と
き
は
み
な
虚
偽
に
し
て
事
実
に
あ
ら
ず
︒
世
間
の
い
わ
ゆ
る
妖
怪
は
多
く
こ
の
類
な
り
︵

︶︒

16:110
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こ
こ
で
は
︑﹁
妖
怪
﹂
に
な
り
損
ね
た
例
が
示
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
︑
興
味
深
い
も
の
と
言
え
る
︒
早
朝
の
鶏
が
鳴
く
よ
り
も

早
く
響
き
わ
た
る
﹁
ト
ウ
テ
ン
カ
﹂
と
い
う
音
︒
こ
の
﹁
ト
ウ
テ
ン
カ
﹂
は
擬
声
と
し
て
﹁
妖
鳥
﹂
を
聞
く
人
々
に
想
起
さ
せ
︑
そ

れ
は
﹁
当
天
下
﹂
と
鳴
く
も
の
と
さ
れ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
︑
社
会
の
大
変
動
を
予
感
さ
せ
る
の
だ
︒
し
か
し
そ
の
正
体
を
確
か
め

よ
う
と
し
た
あ
る
人
は
︑
そ
の
﹁
ト
ウ
テ
ン
カ
﹂
の
音
が
城
外
か
ら
響
く
鍛
冶
工
の
音
で
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
︒﹁
妖
鳥
﹂
で
あ
る

﹁
ト
ウ
テ
ン
カ
﹂
ま
で
の
レ
ベ
ル
は
︑﹃
太
平
記
﹄︵
一
四
世
紀
頃
成
立
︶
の
﹁
広
有
射
怪
鳥
事
﹂
に
記
さ
れ
た
﹁
い
つ
ま
で
も
︑
い
つ

ま
で
も
﹂
と
鳴
く
怪
鳥
﹁
以
津
真
伝
﹂︵
い
つ
ま
で
ん
︶
(

)
が
想
起
さ
れ
る
︒
こ
れ
も
擬
声
語
の
名
詞
化
だ
が
︑﹁
怪
鳥
﹂
の
鳴
き
声

57

で
あ
っ
た
︒
た
だ
︑
円
了
が
触
れ
た
事
例
の
場
合
は
︑
音
の
出
所
を
突
き
止
め
よ
う
と
す
る
人
間
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
が
鍛
冶
工
の
発

す
る
打
撃
音
で
あ
る
事
が
突
き
止
め
ら
れ
て
い
る
︒
先
に
﹁
妖
怪
﹂
に
な
り
損
ね
た
と
い
う
意
味
は
︑
そ
う
い
う
事
で
あ
る
︒
も
し

も
こ
の
時
︑
音
の
出
所
を
確
か
め
る
人
が
お
ら
ず
︑
た
だ
聞
こ
え
た
人
々
を
恐
れ
さ
せ
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
妖
鳥
﹁
ト
ウ

テ
ン
カ
﹂
は
今
ご
ろ
ど
こ
か
の
民
俗
語
彙
集
や
妖
怪
図
鑑
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
︒

円
了
は
個
別
の
妖
怪
現
象
の
名
づ
け
を
逐
一
取
り
上
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
こ
う
し
た
言
葉
や
音
に
対
す
る
関
心
の
背
景

と
し
て
︑
明
治
二
〇
年
︵
一
八
八
七
︶
の
﹃
哲
学
道
中
記
﹄
に
記
さ
れ
た
汎
意
︵
am
b
igu
ity︶
を
め
ぐ
る
議
論
を
あ
げ
る
事
が
で
き

る
︒
円
了
に
よ
れ
ば
︑
連
想
に
は
言
葉
の
音
︵
字
音
︶
と
字
の
形
の
両
方
か
ら
な
る
も
の
が
あ
る
︒
そ
れ
は
農
家
が
家
の
近
く
に
あ

る
た
め
に
︑﹁
農
家
﹂
と
聞
け
ば
﹁
田
畑
﹂
を
す
ぐ
に
思
い
起
こ
す
よ
う
な
付
近
連
想
で
あ
り
︑
ま
た
花
を
見
て
美
人
を
思
い
︑
落
ち

葉
を
見
て
人
生
の
無
常
を
感
じ
る
よ
う
な
類
同
連
想
で
あ
る
(

)
︒
こ
の
類
同
連
想
に
は
︑﹁
正
直
者
﹂
を
﹁
仏
﹂
と
呼
び
︑﹁
狡
猾
な

58

性
格
﹂
を
﹁
狐
﹂
に
喩
え
る
よ
う
な
性
質
の
類
似
に
よ
る
も
の
と
︑﹁
悪
寒
﹂
を
﹁
風
﹂︑﹁
テ
ー
ブ
ル
回
転
術
﹂
を
﹁
コ
ッ
ク
リ
﹂
と

呼
ぶ
よ
う
な
性
質
と
様
子
の
類
似
に
基
づ
く
も
の
︑
そ
し
て
身
体
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
か
ら
払
い
落
と
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
か
ら
﹁
虱
﹂
を
﹁
観
音
﹂︑
整
っ
た
顔
立
ち
の
﹁
美
人
﹂
の
こ
と
を
﹁
卵
に
目
鼻
﹂
と
い
う
よ
う
に
形
態
の
類
似
に
基
づ
く
も
の
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の
三
種
類
が
考
え
ら
れ
る
(

)
︒
円
了
は
こ
こ
で
は
﹁
コ
ッ
ク
リ
﹂
を
ア
メ
リ
カ
発
の
﹁
テ
ー
ブ
ル
回
転
術
﹂
と
そ
の
性
質
が
類
似
し

59

て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
命
名
と
捉
え
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
す
れ
ば
︑﹁
ト
ウ
テ
ン
カ
﹂
現
象
は
次
の
よ
う
に
読
み
解
け
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
ト
ウ
テ
ン
カ
﹂
に
は
ま
ず
鳥
の
声
に
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
語
音
に
基
づ
く
汎
意
が
働

く
︒
そ
し
て
そ
の
語
音
は
﹁
当
天
下
﹂
と
い
う
類
同
連
想
を
引
き
起
こ
し
︑
当
初
は
﹁
鳥
の
声
に
似
て
い
る
音
﹂
だ
っ
た
も
の
が
﹁
妖

鳥
﹂
の
声
に
結
実
し
た
の
だ
︑
と
︒
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
個
々
の
妖
怪
現
象
の
﹁
名
﹂
に
は
原
理
的
に
こ
う
し
た
類
同
連
想
の

無
際
限
な
拡
張
が
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
は
わ
ず
か
な
事
例
を
あ
げ
る
の
み
で
説
明
と
し
て
は
成
立
し
て
い
る
と

円
了
は
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
し
か
し
そ
う
し
た
﹁
名
づ
け
﹂
の
原
理
に
も
お
さ
ま
ら
な
い
事
例
も
存
在
す
る
︒
静
岡
県
榛
原
郡

川
崎
町
︵
現
・
牧
之
原
市
東
部
︶
の
鈴
木
喬
太
郎
か
ら
円
了
が
報
告
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒

予
が
妹
︑
当
年
九
歳
六
カ
月
な
る
者
︑
か
ね
て
よ
り
尋
常
小
学
校
に
入
学
し
︑
道
程
お
よ
そ
三
十
町
ば
か
り
あ
る
所
を
日
々

進
学
し
て
怠
ら
ざ
り
し
が
︑
明
治
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日
も
︑
例
の
ご
と
く
弁
当
︵
方
言
︑
ム
ス
ビ
あ
る
い
は
オ
ヤ
キ
と
い

い
て
︑
飯
を
握
り
あ
ぶ
り
た
も
の
︶
を
毛
糸
の
ふ
く
ろ
に
入
れ
て
携
え
行
き
︑
午
後
の
課
業
終
わ
り
た
る
後
︑
喫
せ
ん
と
し
て

こ
れ
を
開
け
ば
︑
ふ
く
ろ
は
依
然
と
し
て
括
約
し
た
る
ま
ま
な
る
に
︑
握
り
飯
は
あ
た
か
も
さ
な
ぎ
の
脱
せ
し
繭
の
ご
と
く
︑

す
べ
て
指
頭
大
の
穴
あ
り
て
︑
中
の
空
虚
と
な
れ
る
を
見
︑
心
ひ
そ
か
に
こ
れ
を
あ
や
し
み
た
れ
ど
︑
他
に
飢
を
支
う
べ
き
科

な
か
り
し
を
も
っ
て
そ
の
ま
ま
喫
了
せ
り
︒
さ
て
そ
の
日
の
業
終
わ
り
︑
携
え
き
た
り
し
傘
を
開
け
ば
︑
周
辺
よ
り
中
心
の
方

へ
数
寸
を
隔
て
た
る
所
に
︑
一
列
の
小
孔
周
辺
に
並
行
し
て
一
周
せ
る
を
見
︑
帰
り
て
こ
れ
を
家
人
に
示
し
︑
あ
わ
せ
て
つ
ぶ

さ
に
当
日
の
怪
を
語
る
︒
よ
っ
て
予
は
そ
の
傘
を
検
し
︑
あ
る
い
は
悪
戯
の
た
め
か
と
疑
い
︑
百
方
こ
れ
を
た
だ
せ
ど
も
︑
毫ご

う

も
さ
る
覚
え
な
し
と
答
う
る
の
み
︒
こ
こ
に
お
い
て
を
や
︑
疑
団
ま
す
ま
す
解
け
ず
︒
し
か
れ
ど
も
こ
の
怪
や
︑
な
お
あ
る
い

122



は
こ
れ
を
解
く
こ
と
を
え
ん
︒
そ
の
握
り
飯
の
怪
に
至
り
て
は
︑
恍
惚
と
し
て
さ
ら
に
捕
捉
す
べ
き
と
こ
ろ
な
り
︒
た
だ
し
︑

そ
の
実
物
を
見
ざ
る
を
う
ら
み
と
な
す
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
れ
を
実
験
せ
ん
と
欲
し
︑
翌
二
十
八
日
は
土
曜
日
に
し
て
︑
課
業
は

正
午
限
り
な
る
に
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
と
さ
ら
に
平
日
の
ご
と
く
弁
当
を
携
帯
せ
し
め
き
︒
帰
る
に
お
よ
び
て
開
き
見
れ
ば
︑
果

た
し
て
前
日
妹
の
い
い
し
と
こ
ろ
の
ご
と
し
︒
よ
っ
て
︑
途
中
異
変
な
か
り
し
や
と
た
ず
ね
し
に
︑
自
宅
を
さ
る
こ
と
お
よ
そ

二
十
七
︑
八
町
の
と
こ
ろ
に
て
︑
な
ん
の
障
害
も
な
か
り
し
に
︑
突
然
腹
部
に
重
み
を
感
ぜ
し
と
同
時
に
転
倒
せ
り
︒
こ
の
と

き
そ
ば
に
な
に
も
の
も
お
ら
ず
︑
か
つ
弁
当
の
ふ
く
ろ
に
も
異
状
な
か
り
し
を
も
っ
て
︑
そ
の
ま
ま
学
校
に
携
え
行
き
︑
家
に

帰
る
ま
で
さ
ら
に
あ
や
し
む
べ
き
こ
と
な
か
り
し
旨
を
語
れ
り
︵

︶︒

18:615-616

あ
ら
ま
し
は
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
事
件
は
さ
ら
に
続
く
︒
そ
の
翌
週
の
三
〇
日
の
こ
と
︑
鈴
木
は
妹
に
対
し
て
︑
前
日
に

転
倒
し
た
場
所
に
行
く
途
中
に
︑
弁
当
の
袋
を
開
け
て
確
認
す
る
よ
う
に
促
す
︒
妹
は
そ
の
い
い
つ
け
に
従
う
が
︑
そ
の
時
点
で
す

で
に
握
り
飯
に
は
穴
が
開
い
て
い
る
︒
さ
ら
に
前
日
と
同
じ
場
所
で
や
は
り
転
倒
し
て
し
ま
っ
た
の
で
︑
そ
の
後
に
弁
当
袋
を
開
い

て
見
れ
ば
︑
今
度
は
反
対
側
か
ら
穴
が
開
い
て
お
り
︑
さ
ら
に
帰
宅
途
中
に
転
倒
し
た
際
に
は
︑
握
り
飯
の
一
部
分
が
欠
け
て
な
く

な
っ
て
い
た
︵

︶︒
円
了
は
こ
の
よ
う
な
事
件
に
対
し
︑
養
家
か
ら
実
家
に
帰
る
こ
と
を
目
論
ん
で
少
女
が
口
笛
の
真
似

18:616-617

を
し
て
︑
そ
れ
が
妖
怪
騒
ぎ
と
な
っ
た
山
梨
県
北
都
留
郡
大
目
村
︵
現
・
北
都
留
郡
上
野
原
町
︶
の
事
例
に
触
れ
︑﹁
余
は
決
し
て
静

岡
県
川
崎
町
の
妖
怪
が
︑
少
女
の
手
に
な
り
た
り
と
断
定
す
る
に
あ
ら
ず
︒
た
だ
︑
後
日
こ
れ
に
類
し
た
る
妖
怪
起
こ
ら
ば
︑
婦
人
︑

女
子
︑
こ
と
に
年
少
の
も
の
た
り
と
も
︑
い
か
な
る
偽
怪
を
作
為
せ
ん
も
計
り
難
け
れ
ば
︑
よ
く
そ
の
本
人
の
性
質
︑
行
為
に
つ
い

て
審
定
す
べ
し
と
の
注
意
を
与
う
る
ま
で
な
り
﹂︵

︶
と
続
け
る
︒
円
了
に
自
身
の
妹
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
報
告
し
た
鈴
木

18:619

は
︑
そ
れ
を
﹁
握
り
飯
の
怪
﹂
と
表
現
し
て
い
た
こ
と
に
留
意
し
よ
う
︒
さ
し
あ
た
っ
て
そ
れ
は
妹
の
弁
当
袋
が
開
封
さ
れ
て
い
な
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い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
握
り
飯
の
中
に
穴
が
開
い
て
抜
き
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
︑
等
間
隔
に
何
も
の
か
に
穿
た
れ
た
か
の
よ

う
な
傘
の
穴
で
あ
る
︒
ま
た
妹
の
転
倒
と
握
り
飯
の
穴
に
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
疑
わ
れ
て
い
る
︒
旅
行
や
農

作
業
の
折
に
足
に
巻
く
脚
絆
で
あ
る
脛
巾
が
︑
い
つ
の
ま
に
か
抜
き
取
ら
れ
て
い
る
と
い
う
﹁
ハ
バ
キ
ヌ
キ
﹂︵
脛
巾
抜
き
︶
(

)
と
い

60

う
和
歌
山
県
の
妖
怪
現
象
を
こ
れ
は
想
起
さ
せ
る
が
︑こ
う
し
た
民
間
伝
承
の
類
例
に
つ
い
て
鈴
木
が
記
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

円
了
が
こ
の
事
例
に
触
れ
て
い
る
の
は
﹃
妖
怪
学
講
義
﹄
の
﹁
第
八

雑
部
門
﹂
の
﹁
怪
事
﹂
で
あ
る
︒
円
了
は
﹁
怪
事
﹂
に
つ
い

て
﹁
怪
物
の
有
無
に
関
せ
ず
︑
妖
怪
現
象
あ
る
も
の
を
い
う
﹂︵

︶
と
定
義
し
て
い
る
︒﹁
怪
物
の
有
無
に
関
せ
ず
﹂
と
は
︑

18:613

何
ら
か
の
具
体
的
な
体
︵
身
体
︶
を
目
撃
す
る
場
合
と
︑
そ
う
で
な
い
場
合
と
の
こ
と
で
あ
り
︑﹁
握
り
飯
の
怪
﹂
の
場
合
は
︑
後
者

に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
︒
円
了
は
こ
の
事
件
が
誰
の
し
わ
ざ
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
の
で
︑
こ
う
し
た
表
現
に
な

る
の
で
あ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑﹁
握
り
飯
の
怪
﹂
に
お
い
て
︑
興
味
深
い
こ
と
の
一
つ
は
︑
そ
れ
が
動
詞
の
名
詞
化
や
擬
声
語
の
名
詞
化
と
は
異
な
る

妖
怪
現
象
の
名
づ
け
の
あ
り
か
た
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒﹁
握
り
飯
の
怪
﹂
は
﹁
握
り
飯
﹂
が
怪
し
い
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
︒
そ
れ
は
小
学
校
に
通
う
妹
の
弁
当
の
中
身
で
あ
り
︑
そ
の
限
り
で
日
常
の
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
が
怪
し
い
の
は
︑﹁
握
り

飯
﹂
の
形
状
が
あ
り
え
な
い
︵
と
思
わ
れ
る
︶
形
で
変
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
﹁
握
り
飯
﹂
の
あ
り
か
た
が
日
常

か
ら
ず
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
実
は
こ
の
よ
う
な
名
詞
そ
の
も
の
と
し
て
名
づ
け
ら
れ
る
妖
怪
現
象
が
︑
そ
の
も
の
の
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
外
れ
る
と
い
う
形
を
含
ん
だ
ま
ま
︑
名
指
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
名
づ
け
に
お
い
て
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
︒
た

と
え
ば
﹁
チ
ャ
ン
プ
ク
ロ
﹂
は
﹁
茶
袋
﹂
の
怪
で
あ
る
が
︑
そ
の
﹁
茶
袋
﹂
は
茶
葉
を
積
ん
で
お
く
入
れ
物
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な

く
︑
飛
行
し
て
首
筋
に
ま
と
い
つ
く
も
の
で
あ
り
︑﹁
ノ
ブ
ス
マ
﹂
は
︑
夜
道
に
は
あ
り
え
な
い
﹁
衾
﹂︵
と
感
じ
ら
れ
る
モ
ノ
︶
が

立
ち
ふ
さ
ぐ
現
象
で
あ
る
︒
有
名
な
﹁
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
﹂
も
座
敷
に
子
ど
も
が
い
て
も
子
持
ち
の
家
庭
な
ら
お
か
し
く
は
な
い
が
︑
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い
な
い
は
ず
な
の
に
﹁
ワ
ラ
シ
﹂
が
い
る
こ
と
で
あ
り
︑
狸
が
化
け
る
と
い
う
﹁
ツ
イ
タ
テ
ダ
ヌ
キ
﹂
も
︑
夜
道
で
は
あ
り
え
な
い

突
発
的
な
感
覚
遮
蔽
で
あ
る
︒
名
詞
的
な
妖
怪
現
象
の
名
か
ら
は
︑
そ
れ
を
そ
の
よ
う
に
し
て
あ
る
現
象
の
移
ろ
い
の
跡
が
消
去
さ

れ
て
い
る
が
︑
あ
り
え
な
い
場
所
・
時
間
・
文
脈
に
お
け
る
立
ち
現
れ
な
の
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
に
お
い
て
︑
円
了
の
い
う
﹁
怪
事
﹂

と
は
︑﹁
妖
怪
﹂
に
お
い
て
も
類
同
連
想
の
よ
う
な
名
づ
け
の
原
理
か
ら
は
こ
ぼ
れ
落
ち
る
も
の
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
報
告
者
の
鈴

木
喬
太
郎
に
よ
る
﹁
握
り
飯
の
怪
﹂
と
い
う
名
づ
け
は
︑
そ
の
意
味
で
妙
を
射
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
︑
柳
田
民
俗
学
に
お

い
て
︑
妖
怪
現
象
の
名
づ
け
は
︑
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

３

２
．
感
覚
と
呼
び
声
か
ら
の
命
名
論

−

柳
田
國
男
は
大
正
二
年
︵
一
九
一
三
︶
三
月
に
︑
神
話
学
者
の
高
木
敏
雄
と
と
も
に
雑
誌
﹃
郷
土
研
究
﹄
を
創
刊
す
る
︒
そ
の
翌

年
の
一
〇
月
の
同
誌
第
二
巻
八
号
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
社
告
﹂
で
は
︑﹁
妖
怪
な
ど
と
言
い
て
神
仏
以
外
に
人
の
怖
る
る
も
の
の
種
類
名

称
﹂
に
つ
い
て
︑
読
者
に
よ
る
採
集
と
報
告
を
期
待
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
そ
の
三
年
後
に
は
﹃
郷
土
研
究
﹄
は
休
刊
し
て
し

ま
う
(

)
︒
柳
田
が
よ
り
大
規
模
な
採
集
に
乗
り
出
し
た
の
は
︑
昭
和
一
〇
年
︵
一
九
三
五
︶
に
入
っ
て
か
ら
だ
っ
た
︒
こ
の
年
︑
民

61

俗
学
の
講
習
会
に
集
っ
た
彼
の
弟
子
や
研
究
仲
間
た
ち
が
組
織
し
た
郷
土
研
究
の
た
め
の
全
国
組
織
で
あ
る
﹁
民
間
伝
承
の
会
﹂
が

発
足
し
︑
会
員
相
互
の
た
め
の
情
報
交
換
の
場
と
し
て
月
報
﹃
民
間
伝
承
﹄
が
発
刊
さ
れ
た
︒
そ
こ
で
は
紙
面
を
利
用
し
た
会
員
間

で
の
質
疑
応
答
や
情
報
収
集
も
行
わ
れ
た
︒﹁
妖
怪
﹂
に
限
ら
ず
民
俗
語
彙
の
収
集
と
整
理
が
そ
こ
で
は
行
わ
れ
︑
山
村
や
漁
村
の
語

彙
を
始
め
︑
食
物
︑
住
居
な
ど
採
集
す
る
べ
き
語
彙
を
例
示
し
た
﹁
採
集
要
項
﹂
や
︑
収
集
さ
れ
た
語
彙
の
分
類
案
な
ど
が
掲
載
さ

れ
た
(

)
︒
留
意
し
て
お
い
て
よ
い
こ
と
は
︑
大
正
年
間
の
﹃
郷
土
研
究
﹄
の
時
点
で
は
︑
柳
田
は
﹁
妖
怪
﹂
に
つ
い
て
﹁
神
仏
﹂
以

62

外
に
人
が
怖
れ
る
﹁
物
﹂
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒﹁
妖
怪
﹂
は
﹁
物
﹂
の
事
例
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒
で
は
︑﹃
民
間
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伝
承
﹄
の
時
点
で
は
︑
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
の
こ
と
に
触
れ
る
前
に
︑
な
ぜ
︑
語
彙
の
収
集
が
重
要
と
な
る
の
か
︑
柳
田
自
身

の
発
言
を
聞
い
て
み
よ
う
︒

感
覚
と
言
葉
と
︑
こ
の
二
つ
の
大
切
な
も
の
ゝ
間
に
は
︑
歳
月
に
伴
ふ
僅
か
づ
ゝ
の
ず
れ
が
あ
つ
て
︑
永
古
に
不
変
な
る
例

は
却
つ
て
少
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
︑
嘗
て
メ
イ
エ
氏
の
細
か
な
研
究
も
あ
る
が
︑
日
本
な
ど
で
は
種
族
の
混
乱
が
な
く
︑
両
者

と
も
元
の
姿
を
保
つ
も
の
が
多
い
の
で
︑
殊
に
こ
の
点
を
考
察
す
る
の
に
都
合
が
よ
い
︒
言
葉
も
感
覚
も
︑
元
は
手
付
か
ず
に

残
つ
て
居
て
︑
し
か
も
そ
の
関
係
が
移
り
動
い
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
は
︑
古
書
に
よ
っ
て
昔
を
知
ら
う
と
す
る
者
を
ま
ご
つ
か

せ
る
難
は
あ
る
が
︑
そ
れ
と
同
時
に
そ
の
移
動
の
跡
を
B
る
こ
と
に
よ
つ
て
︑
今
は
別
々
と
見
ら
れ
て
居
る
幾
つ
か
の
大
き
な

感
覚
の
︑
隠
れ
た
る
鍵
鎖

マ

マ

を
見
出
す
と
い
ふ
興
味
は
深
い
の
で
あ
る
︒
民
間
伝
承
の
会
の
新
し
い
針
路
と
し
て
︑
次
に
は
こ
の

方
面
に
進
み
入
る
の
が
順
序
の
や
う
に
思
ふ
(

)
︒
63

昭
和
一
五
年
︵
一
九
四
〇
︶
に
﹃
民
間
伝
承
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
感
覚
の
記
録
﹂
の
一
節
で
︑
柳
田
は
﹁
感
覚
﹂
の
﹁
鍵
鎖
﹂
を

見
出
す
こ
と
が
民
間
伝
承
研
究
の
目
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
歴
史
の
う
ね
り
の
中
で
︑﹁
感
覚
﹂
と
﹁
言
葉
﹂
と
の
間

に
は
差
異
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
柳
田
が
理
解
す
る
限
り
の
日
本
に
お
い
て
は
︑
異
民
族
の
盛
ん
な
流
入
や
混
血
の
よ
う
な

﹁
種
族
の
混
乱
﹂
が
少
な
い
た
め
に
︑
そ
の
跡
を
追
跡
し
や
す
い
は
ず
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
数
多
く
の
語
彙
の
収
集
を
通
し
て
︑﹁
感

覚
﹂
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
︑
そ
れ
が
柳
田
の
目
的
な
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
こ
の
﹁
感
覚
﹂
に
迫
る
た
め
の
端
緒
の
一
つ
と
な
っ

た
の
が
︑
す
で
に
京
極
の
立
論
と
の
関
連
で
本
論
で
言
及
し
た
昭
和
一
三
年
︵
一
九
三
八
︶
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
﹁
妖
怪
名
彙
﹂

の
連
載
で
あ
っ
た
︒
そ
の
冒
頭
に
柳
田
は
﹁
怖
畏
と
信
仰
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
︑
い
わ
ゆ
る
オ
バ
ケ
の
名
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前
を
集
め
始
め
て
か
ら
︑
も
う
大
分

だ
い
ぶ
ん

の
年
数
に
な
る
﹂
(

)
こ
と
を
明
か
す
︒
そ
し
て
分
類
案
と
し
て
︑
行
路
・
家
屋
・
山
中
・
水
上

64

と
い
う
出
現
場
所
に
よ
る
分
類
と
︑
信
仰
度
の
濃
淡
と
い
う
二
つ
の
基
準
を
提
示
す
る
(

)
︒
そ
し
て
︑﹁
耳
と
目
と
か
触
感
と
か
︑

65

ま
た
は
そ
の
綜
合
と
か
に
も
分
け
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
も
直
接
実
験
者
に
は
就
け
な
い
の
だ
か
ら
︑
結
局
は
世
間
話
の
数
多
く
を
︑
お

お
よ
そ
二
つ
の
分
類
案
の
順
序
に
よ
っ
て
排
列
し
て
み
る
の
他
は
無
い
﹂
(

)
と
続
け
︑
八
〇
種
の
﹁
オ
バ
ケ
の
名
前
﹂
を
列
挙
す
る

66

の
だ
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
﹁
妖
怪
名
彙
﹂
の
背
景
と
な
る
資
料
は
近
世
文
献
・
自
治
体
史
・
書
簡
・
雑
誌
記
事
・
民
俗
誌
や
方
言
集
・
弟

子
た
ち
の
調
査
記
録
や
報
告
書
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
(

)
︒
し
か
し
同
時
に
︑
資
料
集
と
し
て
み
た

67

場
合
︑
そ
こ
に
問
題
が
多
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
﹁
妖
怪
名
彙
﹂
に
立
項
さ
れ
て
い
る
﹁
シ
ズ
カ
モ
チ
﹂
に
つ
い

て
は
︑
怪
音
現
象
と
し
て
の
﹁
シ
ズ
カ
モ
チ
﹂
に
対
し
て
名
称
の
異
な
る
﹁
カ
ク
レ
ザ
ト
ノ
コ
メ
ツ
キ
﹂
が
項
目
内
に
記
さ
れ
︑
ま

た
﹁
隠
里
﹂
伝
承
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
福
神
信
仰
の
零
落
形
態
と
し
て
出
現
し
た
妖
怪
現
象
で
あ
る
と
い
う
解
釈

が
背
後
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
(

)
︒
ま
た
﹁
路
ば
た
の
木
の
下
な
ど
に
い
て
︑
算
盤
を
は
じ
く
よ
う
な
音
を

68

さ
せ
る
か
ら
算
盤
坊
主
﹂
(

)
と
だ
け
立
項
さ
れ
て
い
る
﹁
ソ
ロ
バ
ン
ボ
ウ
ズ
﹂
に
つ
い
て
︑
引
照
元
の
﹃
口
丹
波
口
碑
集
﹄
の
情
報

69

か
ら
︑
狸
の
仕
業
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
推
測
や
︑
自
殺
し
た
小
坊
主
の
幽
霊
と
い
う
説
明
が
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
独
立

し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
経
緯
が
考
え
ら
れ
て
い
る
(

)
︒
さ
ら
に
︑﹁
妖
怪
名
彙
﹂
と
は
﹁
妖
怪
﹂
の
﹁
名
彙
﹂
で
は

70

な
く
︑
複
数
の
人
間
が
同
時
に
同
じ
幻
覚
を
経
験
す
る
﹁
共
同
幻
覚
﹂
の
﹁
名
彙
﹂
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
(

)
︒
71

そ
の
場
合
で
も
︑
柳
田
は
﹁
感
覚
﹂
に
留
意
し
て
語
彙
を
列
挙
し
た
の
で
あ
り
︑
そ
の
場
合
八
〇
種
の
名
称
は
﹁
シ
ズ
カ
モ
チ
﹂
～

﹁
コ
ソ
コ
ソ
イ
ハ
﹂︵
音
の
怪
異
︶・﹁
オ
ク
リ
ス
ズ
メ
﹂
～
﹁
シ
ャ
ク
シ
イ
ハ
﹂︵
路
上
の
怪
異
︶・﹁
ヒ
ト
リ
マ
﹂
～
﹁
カ
ネ
ノ
カ
ミ
ノ

ヒ
﹂︵
火
の
怪
異
︶・﹁
ヤ
ギ
ョ
ウ
サ
ン
﹂
～
﹁
ク
ビ
ナ
シ
ウ
マ
﹂︵
行
幸
す
る
怪
異
︶
と
し
て
く
く
る
こ
と
が
で
き
︑
さ
ら
に
﹁
路
上
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の
怪
異
﹂
は
後
を
つ
い
て
く
る
・
足
に
絡
み
つ
く
・
転
が
っ
て
く
る
・
上
か
ら
下
に
下
が
っ
て
く
る
・
行
く
手
を
遮
る
・
伸
び
上
が

る
・
呼
び
か
け
る
と
い
う
よ
う
に
︑﹁
感
覚
﹂
に
う
っ
た
え
た
分
類
に
な
っ
て
い
る
(

)
︒
興
味
深
い
の
は
︑
こ
う
し
た
﹁
妖
怪
名
彙
﹂

72

に
お
け
る
﹁
妖
怪
﹂
の
名
称
に
つ
い
て
︑﹁
シ
ズ
カ
モ
チ
﹂
の
よ
う
に
背
景
に
あ
る
複
数
の
伝
承
を
繰
り
込
ん
で
立
項
さ
れ
て
い
る
場

合
と
︑﹁
ソ
ロ
バ
ン
ボ
ウ
ズ
﹂
の
よ
う
に
︑
む
し
ろ
そ
の
背
景
の
物
語
伝
承
を
消
去
し
て
立
項
し
て
い
る
場
合
が
並
存
し
て
い
る
こ
と

だ
︒
前
者
は
伝
承
を
引
き
ず
る
こ
と
で
︑
そ
の
背
後
に
あ
る
人
々
と
名
辞
以
前
の
知
覚
対
象
と
の
関
わ
り
の
厚
み
と
い
う
﹁
モ
ノ
﹂

を
透
視
さ
せ
︑
後
者
は
そ
れ
を
剥
ぎ
取
る
こ
と
で
む
し
ろ
そ
こ
で
響
き
わ
た
る
算
盤
の
よ
う
な
音
で
あ
る
﹁
コ
ト
﹂
に
焦
点
づ
け
ら

れ
て
い
る
と
言
え
る
︒
大
正
期
の
柳
田
に
と
っ
て
﹁
妖
怪
﹂
と
は
﹁
物
﹂
で
あ
っ
た
が
︑
昭
和
期
に
入
っ
て
も
そ
う
し
た
態
度
は
引

き
継
が
れ
︑
そ
こ
に
﹁
い
る
﹂
と
い
う
﹁
モ
ノ
ゴ
ト
﹂
が
広
範
に
収
集
さ
れ
て
い
る
の
だ
︒
こ
こ
で
は
﹁
妖
怪
﹂
が
経
験
・
伝
承
す

る
人
間
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
︑
そ
こ
に
﹁
な
い
﹂
は
ず
の
も
の
が
い
る
︑
と
い
う
コ
ト
と
︑
な
い
は
ず
の
モ
ノ
が
い
る
と
い
う
こ

と
と
の
振
幅
の
中
で
理
解
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒﹁﹁
な
い
は
ず
の
モ
ノ
が
い
る
﹂
と
い
う
コ
ト
﹂
と
は
︑
そ
こ
に
あ
っ

た
︵
い
た
︶
は
ず
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
消
去
さ
れ
︑
音
や
火
な
ど
の
現
象
と
し
て
生
起
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
︑﹁
な
い
は
ず
の
モ
ノ

が
い
る
﹂
と
は
︑
名
辞
以
前
の
感
覚
に
お
け
る
未
分
の
対
象
と
し
て
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
現
象
の
た
だ
な
か
に
予
想
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
﹁
妖
怪
名
彙
﹂
で
の
﹁
ヌ
リ
カ
ベ
﹂
は
﹁
壁
﹂
と
し
て
形
容
さ
れ
る
が
﹁
壁
﹂
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
前

者
で
あ
り
︑﹁
コ
ソ
コ
ソ
イ
ハ
﹂
は
﹁
岩
﹂
で
は
あ
っ
て
も
通
常
は
﹁
コ
ソ
コ
ソ
﹂
喋
ら
な
い
は
ず
だ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
︑
後
者

で
あ
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑﹁
モ
ノ
化
す
る
コ
ト
﹂
と
﹁
コ
ト
化
す
る
モ
ノ
﹂
は
︑﹁
妖
怪
﹂
と
い
う
モ
ノ
ゴ
ト
に
お
い
て
は
双
方
向
的

に
生
じ
う
る
の
で
あ
る
︒
柳
田
が
こ
う
し
て
モ
ノ
ゴ
ト
を
広
く
収
集
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
︑
各
地
の
採
集
者
の
便
宜
の
た
め

に
作
成
さ
れ
︑
昭
和
一
七
年
︵
一
九
四
二
︶
に
関
敬
吾
と
の
共
著
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
﹃
日
本
民
俗
学
入
門
﹄
に
お
け
る
四
八
項
目

に
わ
た
る
﹁
妖
怪
・
幽
霊
﹂
に
関
す
る
現
地
調
査
の
た
め
の
質
問
項
目
か
ら
だ
け
で
も
︑
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
そ
の
一
部
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を
適
記
し
て
み
よ
う
︒

七

路
傍
を
通
る
と
き
︑
物
音
を
立
て
た
り
︑
貝
を
鳴
ら
す
音
︑
太
鼓
を
た
た
く
音
・
囃
子
の
音
を
さ
せ
る
も
の
は
な
い
か
︒

こ
れ
を
何
と
い
う
か
︒

八

そ
れ
ら
の
音
は
何
処
か
ら
聞
こ
え
る
か
︒
近
い
処
か
遠
い
処
か
︒
そ
れ
は
何
の
仕
業
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
︒
そ
れ
ら

は
動
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
︒
ど
ん
な
動
物
か
︑
音
の
種
類
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
音
の
主
体
が
わ
か
る
か
︒

九

こ
れ
ら
に
遭
遇
す
る
と
ど
ん
な
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
︒
人
に
害
を
及
ぼ
す
か
︒
こ
れ
を
防
ぐ
方
法
が
あ
る

か
︑
ま
た
幸
福
を
齎
す
場
合
が
あ
る
か
︒

十

物
を
洗
う
音
を
さ
せ
る
化
け
物
が
あ
る
か
︑
そ
れ
は
ど
ん
な
音
を
さ
せ
る
か
︒
そ
れ
は
水
の
あ
る
処
で
す
る
か
︒
水
の

な
い
処
か
ら
も
聞
こ
え
る
か
︑
こ
れ
を
何
と
い
う
か
(

)
︒
73

柳
田
の
研
究
協
力
者
や
弟
子
た
ち
が
日
本
全
国
に
散
ら
ば
り
調
査
を
試
み
る
と
し
て
も
︑﹁
妖
怪
﹂
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
が
︑
質
問
者
に
あ
る
程
度
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
︑
何
を
収
集
し
て
い
け
ば
よ
い
か
わ
か
ら
な
く
な
る
︒
こ
う
し
た
質
問
項

目
は
︑
そ
の
基
準
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
が
︑
同
時
に
そ
れ
は
﹁
妖
怪
﹂
と
い
う
意
味
領
域
に
限
定
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
に
も
な
る
︒

こ
れ
ら
一
部
の
項
目
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
柳
田
は
﹁
化
け
物
﹂
と
﹁
妖
怪
﹂
を
同
義
と
す
る
と
と
も
に
︑﹁
貝
を
鳴
ら
す
音
﹂
や

﹁
物
を
洗
う
音
﹂
に
も
着
目
し
︑
同
時
に
﹁
音
の
主
体
﹂
や
﹁
動
物
﹂
を
も
配
視
し
て
い
る
︒﹁
妖
怪
﹂
が
﹁
モ
ノ
ゴ
ト
﹂
の
領
域
を

覆
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
︑
こ
こ
か
ら
も
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
で
は
︑
個
別
の
妖
怪
現
象
の
名
称
以
外
に
︑
柳
田
は
﹁
妖

怪
﹂
を
め
ぐ
る
語
彙
か
ら
何
を
導
き
出
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
実
は
柳
田
は
﹁
妖
怪
﹂
と
い
う
総
称
に
つ
い
て
も
考
察
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を
試
み
て
い
た
︒
手
が
か
り
と
な
る
の
は
︑
な
ん
と
呼
び
声
で
あ
る
︒

さ
て
︑
妖
怪
を
何
故
に
モ
ウ
と
い
い
始
め
た
か
に
つ
い
て
は
︑
た
わ
い
も
無
い
よ
う
な
話
だ
が
私
の
実
験
が
あ
る
︒
か
つ
て

多
く
の
青
年
の
い
る
席
で
試
み
に
オ
バ
ケ
は
何
と
鳴
く
か
と
尋
ね
て
み
た
こ
と
が
あ
る
︒
東
京
の
児
童
ら
は
全
く
こ
れ
を
知
ら

な
い
︒
だ
か
ら
戯
れ
に
仲
間
を
嚇
そ
う
と
す
る
場
合
に
︑
妙
な
手
つ
き
を
し
て
オ
バ
ー
ケ
ー
と
い
い
︑
も
し
く
は
わ
ざ
と
ケ
ー

を
濁
っ
て
い
う
こ
と
も
あ
る
︒
つ
ま
り
我
が
名
を
な
る
た
け
こ
わ
そ
う
に
名
乗
る
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
あ
る
信
州
の
若
者
は

こ
の
問
に
対
し
て
︑
簡
明
に
モ
ウ
と
鳴
き
ま
す
と
答
え
た
︒
ま
る
で
牛
の
よ
う
だ
な
ど
と
い
う
と
︑
他
に
鳴
き
よ
う
が
あ
ろ
う

と
は
思
わ
な
か
っ
た
と
い
っ
た
︒
そ
れ
か
ら
気
を
つ
け
て
い
る
の
に
︑
子
供
が
モ
ウ
と
唸う

な

っ
て
化
物
の
真
似
を
し
て
い
る
の
を

お
り
お
り
見
る
︒
こ
れ
は
誰
で
も
試
み
る
こ
と
の
出
来
る
実
験
で
︑
も
し
東
北
の
モ
ウ
コ
が
他
の
声
で
鳴
く
と
い
う
例
が
い
く

つ
か
現
れ
た
ら
︑
私
の
推
定
は

覆
く
つ
が
え

る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑
私
だ
け
は
こ
れ
が
鳴
き
声
と
い
う
の
も
お
か
し
い
が
彼
の
自
ら

を
表
示
す
る
声
か
ら
︑
そ
の
ま
ま
附
与
せ
ら
れ
た
名
称
で
あ
っ
て
︑
犬
を
ワ
ン
ワ
ン
と
い
っ
た
の
と
同
じ
態
度
だ
と
思
っ
て
い

る
(

)
︒
74

昭
和
九
年
︵
一
九
三
四
︶
の
論
考
で
あ
る
﹁
妖
怪
古
意
︱
︱
言
語
と
民
俗
と
の
関
係
︱
︱
﹂
に
お
い
て
︑
柳
田
は
﹁
妖
怪
﹂
の
児

童
語
と
し
て
の
総
称
の
解
明
に
着
手
し
て
い
る
︒
そ
の
た
め
に
試
み
た
の
が
﹁
オ
バ
ケ
は
何
と
鳴
く
か
﹂
と
い
う
﹁
声
﹂
の
形
を
採

集
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
犬
を
﹁
ワ
ン
ワ
ン
と
擬
声
語
で
子
ど
も
た
ち
が
呼
ぶ
の
と
︑﹁
妖
怪
﹂
の
﹁
モ
ウ
﹂
と
は
同
様
の
態
度
だ
と

柳
田
は
考
え
る
︒﹁
妖
怪
﹂
の
児
童
語
の
日
本
全
国
の
分
布
は
︑
柳
田
に
よ
れ
ば
①
東
日
本
一
帯
・
島
根
・
高
知
・
九
州
西
半
に
お
け

る
﹁
モ
ー
類
の
語
形
﹂︵
ア
モ
ー
︑
モ
ー
︑
モ
ー
コ
な
ど
︶︑
②
西
日
本
一
帯
に
お
け
る
﹁
ガ
ゴ
類
の
語
形
﹂︵
ガ
ン
ゴ
ー
︑
ガ
ゴ
︑
ガ
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ゴ
ゼ
︶︑
③
北
陸
・
九
州
南
部
の
﹁
モ
ー
類
と
ガ
ゴ
類
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
も
の
﹂︵
ガ
モ
ー
︑
ガ
モ
︑
ガ
ガ
マ
︶
と
な
る
(

)
︒
こ
う

75

し
た
こ
と
か
ら
︑
柳
田
は
﹁
我
々
の
オ
バ
ケ
は
口
を
大
き
く
開
け
て
︑
中
世
の
口
語
体
に
﹁
咬
も
う
ぞ
﹂
と
い
い
つ
つ
︑
出
現
し
た

時
代
が
あ
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
﹂
(

)
と
述
べ
る
︒
言
語
地
理
学
者
の
真
田
信
治
は
︑
こ
う
し
た
柳
田
の
仮
説
を
日
本
地
図
上
に
プ

76

ロ
ッ
ト
し
︑
①
に
対
し
て
②
は
新
し
く
成
立
し
︑
③
は
こ
の
二
者
が
接
触
し
て
新
し
く
成
立
し
た
語
形
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
(

)
︒
77

こ
の
よ
う
に
︑
柳
田
は
﹁
妖
怪
﹂
の
児
童
語
か
ら
︑
そ
れ
が
﹁
モ
ウ
﹂
や
﹁
カ
モ
ウ
﹂
と
い
っ
た
鳴
き
声
＝
人
間
に
対
す
る
呼
び

か
け
に
由
来
す
る
と
考
え
て
い
た
︒
鳴
き
声
や
呼
び
か
け
る
声
と
は
︑﹁
音
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
﹁
コ
ト
﹂
で
あ
る
が
︑﹁
コ
ト
﹂

の
中
に
は
す
で
に
そ
う
聞
こ
え
る
・
聞
く
と
い
う
意
味
で
﹁
モ
ノ
﹂
が
隠
れ
て
い
る
︒﹁
感
覚
﹂
と
﹁
言
葉
﹂
と
の
差
異
に
細
心
の
注

意
を
払
っ
た
柳
田
は
︑
そ
こ
に
相
互
の
ズ
レ
の
み
で
は
な
く
︑
重
な
り
も
見
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
妖
怪
現
象
の
個
々
の
名

称
に
は
﹁
モ
ノ
﹂
と
﹁
コ
ト
﹂
の
振
幅
が
あ
り
︑
総
称
と
し
て
の
﹁
妖
怪
﹂
の
児
童
語
に
も
ま
た
﹁
コ
ト
﹂
に
﹁
モ
ノ
﹂
が
含
ま
れ

て
い
る
姿
が
あ
る
︒﹁
妖
怪
﹂
は
現
象
で
は
あ
る
が
︑
そ
れ
は
事
象
が
変
化
す
る
諸
様
態
と
し
て
の
出
来
事
に
限
定
さ
れ
な
い
︒
そ
こ

に
は
名
づ
け
ら
れ
る
以
前
の
﹁
モ
ノ
﹂
が
た
し
か
に
含
ま
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
客
観
的
な
現
象
で
は
な
く
︑
関
係
性
の

文
脈
に
お
け
る
立
ち
現
れ
の
︑
移
ろ
い
ゆ
く
姿
の
﹁
名
﹂
な
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
こ
れ
ま
で
民
俗
学
・
哲
学
を
中
心
と
し
た
﹁
モ
ノ
﹂

﹁
コ
ト
﹂
論
や
︑
円
了
と
柳
田
の
所
説
の
検
討
か
ら
︑
妖
怪
現
象
の
名
づ
け
の
構
造
に
つ
い
て
︑
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

か
︒

４
．

小
結

妖
怪
現
象
に
お
け
る
命
名
の
構
造

す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑現
代
に
お
け
る
民
俗
学
の
妖
怪
研
究
が
特
定
の
姿
形
と
名
称
を
持
つ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
の﹁
妖

怪
﹂
の
そ
れ
に
焦
点
づ
け
ら
れ
て
き
た
と
し
て
も
︑
民
俗
社
会
に
お
け
る
﹁
感
覚
﹂
や
﹁
気
配
﹂
と
し
て
の
妖
怪
現
象
に
対
す
る
関
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心
が
薄
れ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
名
辞
以
前
の
﹁
妖
怪
感
覚
﹂
は
広
く
共
有
さ
れ
る
こ
と
で
﹁
命
名
﹂
さ
れ
︑
個
別
具
体
的
な
﹁
妖
怪
﹂

と
し
て
生
活
の
中
に
息
づ
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
命
名
の
構
造
と
し
て
は
︑
名
詞
＋
動
詞
︵
あ
る
い
は
動

詞
＋
名
詞
︶
の
名
詞
化
が
考
え
ら
れ
︑﹁
モ
ノ
化
す
る
コ
ト
﹂
と
も
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
同
時
に
︑﹁
モ
ノ
﹂
と
﹁
コ

ト
﹂
の
関
係
は
一
様
で
は
な
い
︒﹁
モ
ノ
﹂
も
﹁
コ
ト
﹂
も
と
も
に
名
辞
以
前
の
対
象
と
音
響
と
い
う
こ
と
を
意
味
領
域
に
持
つ
限
り
︑

﹁
モ
ノ
﹂
が
﹁
コ
ト
﹂
化
す
る
だ
け
で
は
な
く
︑﹁
コ
ト
﹂
が
﹁
モ
ノ
﹂
化
す
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
特
定
の
妖
怪
現
象
に
つ
い
て

そ
の
名
称
と
属
性
が
規
定
さ
れ
︑
そ
れ
ら
に
見
合
う
現
象
が
の
ち
に
発
見
さ
れ
る
と
い
う
事
例
か
ら
も
︑
こ
の
こ
と
を
確
か
め
る
こ

と
が
で
き
る
︒
こ
う
し
た
﹁
名
づ
け
﹂
の
構
造
に
つ
い
て
︑
円
了
は
性
質
と
様
子
が
類
似
す
る
類
同
連
想
の
作
用
に
そ
れ
を
求
め
た

が
︑
名
辞
化
し
え
な
い
﹁
怪
事
﹂
の
様
態
に
も
注
目
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
柳
田
は
︑﹁
モ
ノ
﹂﹁
コ
ト
﹂
を
含
む
振
幅
の

中
に
妖
怪
現
象
の
名
称
を
捉
え
︑
総
称
と
し
て
の
﹁
妖
怪
﹂
に
つ
い
て
も
︑
人
間
へ
の
呼
び
か
け
の
声
か
ら
︑
そ
の
原
義
を
探
ろ
う

と
試
み
た
︒

で
は
︑
妖
怪
に
対
す
る
﹁
名
づ
け
﹂
の
構
造
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
︑
そ
れ
は
よ
り
具
体
的
に
は
い
か
な
る
事
態
へ

の
﹁
名
づ
け
﹂
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
の
こ
と
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
に
︑
妖
怪
を
話
題
に
す
る
と
き
に
よ
く
尋
ね
ら
れ
る
﹁
妖

怪
は
い
る
の
か
？
﹂
と
い
う
問
い
を
補
助
線
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
問
い
に
対
す
る
応
答
と
し
て
は
︑﹁
妖
怪
は
﹁
い
る
﹂﹂

と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
︑
心
霊
科
学
や
超
心
理
学
上
の
言
明
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
︑
何
か
特
定
の
姿
形
を
持
つ

物
体
や
対
象
物
を
証
拠
と
し
て
呈
示
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
も
し
頭
に
凹
み
の
あ
る
皿
が
あ
り
︑
体
色

が
緑
で
背
に
は
甲
羅
の
よ
う
な
も
の
を
つ
け
た
モ
ノ
を
ど
こ
か
の
川
辺
で
捕
獲
で
き
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
﹁
河
童
﹂
で
は
な
く
︑

こ
れ
ま
で
は
な
ぜ
か
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
珍
し
い
動
物
で
し
か
な
い
︒﹁
河
童
﹂
は
︑
そ
ん
な
﹁
い
か
た
﹂
は
し
て
い
な
い

の
だ
︒
そ
こ
で
こ
の
﹁
妖
怪
は
﹁
い
る
﹂﹂
と
い
う
言
明
に
つ
い
て
は
︑
よ
り
明
確
に
﹁
妖
怪
と
は
︑
あ
る
特
定
の
現
象
の
あ
り
か
た
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︵
い
か
た
︶
と
し
て
﹁
い
る
﹂﹂
と
書
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
夕
刻
に
背
後
か
ら
つ
い
て
く
る
よ
う
な
足
音
﹂
を
連

れ
て
く
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
こ
う
し
た
現
象
は
﹁
ベ
ト
ベ
ト
サ
ン
﹂
と
い
う
﹁
名
づ
け
﹂
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
︑

﹁
妖
怪
が
﹁
い
る
﹂
と
い
う
証
拠
に
︑
ベ
ト
ベ
ト
サ
ン
を
こ
こ
に
連
れ
て
く
る
こ
と
は
で
き
る
か
﹂
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
︒
も
し
仮

に
背
後
に
迫
る
足
音
の
主
に
ご
協
力
願
っ
て
︑
そ
の
特
定
の
人
物
を
証
拠
を
求
め
る
人
々
の
前
に
連
れ
て
き
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
は

最
前
の
﹁
河
童
﹂
と
同
じ
く
勘
違
い
を
さ
れ
た
﹁
人
間
﹂
で
あ
り
︑﹁
ベ
ト
ベ
ト
サ
ン
﹂
で
は
な
い
︒
こ
れ
は
﹁
足
が
も
つ
れ
て
歩
け

な
く
な
る
﹂
こ
と
で
あ
る
﹁
ス
ネ
コ
ス
リ
﹂
も
同
様
で
あ
る
︒
も
し
足
に
ま
と
わ
り
つ
い
た
︑
あ
る
動
く
モ
ノ
を
連
れ
て
き
た
と
し

て
も
︑
そ
れ
は
あ
る
種
の
動
物
で
あ
っ
て
︑﹁
ス
ネ
コ
ス
リ
﹂
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
︒
妖
怪
現
象
と
は
︑
あ
る
特
定
の
関
係
的
文
脈
に
お
け
る
名
づ
け
で
あ
っ
て
︑
そ
の
文
脈
抜
き
に
ど
こ
か
に
実
在
し
う
る
も

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
あ
た
か
も
︑﹁
も
の
が
な
し
い
﹂
と
い
う
と
き
の
﹁
も
の
﹂
を
そ
の
状
況
を
共
有
し
て
い

な
い
他
者
に
呈
示
す
る
こ
と
の
困
難
に
似
て
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑﹁
も
の
が
な
し
い
﹂
と
い
う
場
合
の
﹁
も
の
﹂
と
は
︑
あ
る
特
定
の

客
観
化
で
き
る
対
象
物
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

さ
て
︑
こ
う
し
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
妖
怪
の
名
づ
け
の
あ
り
か
た
に
差
し
戻
し
て
み
よ
う
︒
そ
の
名
詞
＋
動
詞
︵
動
詞
＋
名
詞
︶

の
名
詞
化
に
お
い
て
は
︑
あ
る
特
定
の
状
況
に
巻
き
込
ま
れ
て
︵
あ
る
い
は
居
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
︶
の
︑
そ
の
状
況
に
焦
点
化
し

た
名
づ
け
だ
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
状
況
は
巻
き
込
ま
れ
た
行
為
者
の
視
点
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
容
易
な
対
象
化
を
許
さ
な

い
が
︑
そ
れ
で
も
状
況
が
状
況
と
し
て
立
ち
現
れ
る
さ
ま
を
言
い
当
て
る
試
み
が
︑
こ
の
種
の
名
づ
け
を
支
え
て
い
る
︒
し
か
し
︑

も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
名
詞
の
み
の
妖
怪
現
象
の
命
名
や
︑﹁
◯
◯
の
怪
﹂︵
た
と
え
ば
す
で
に
言
及
し
た
円
了
へ
の
報
告
者

に
よ
る
﹁
握
り
飯
の
怪
﹂︶
の
よ
う
な
場
合
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
︑
と
い
う
疑
問
も
わ
く
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
の
場
合
は
︑
先
の
名

詞
化
と
は
異
な
り
︑
状
況
に
お
い
て
︑
あ
る
は
ず
の
な
い
モ
ノ
が
出
来
し
て
い
る
方
向
に
焦
点
づ
け
ら
れ
た
命
名
だ
と
言
え
る
だ
ろ
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う
︒﹁
握
り
飯
の
怪
﹂
の
場
合
︑﹁
握
り
飯
﹂
自
体
が
怪
し
い
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
が
不
可
解
な
変
化
を
遂
げ
て
い
る
が
ゆ
え
に
﹁
怪
﹂

な
の
で
あ
り
︑
た
と
え
ば
﹁
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
﹂
の
場
合
︑
あ
る
特
定
の
場
所
︵﹁
ザ
シ
キ
﹂︶
に
特
定
の
状
況
で
い
る
は
ず
の
な
い
子

ど
も
︵﹁
ワ
ラ
シ
﹂︶
が
い
る
こ
と
が
不
思
議
な
の
で
あ
る
︒
名
詞
の
こ
う
し
た
二
重
化
の
場
合
は
︑
場
所
に
対
す
る
齟
齬
の
感
覚
が

畳
み
こ
ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
︒

わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
て
︑
本
論
の
冒
頭
で
あ
げ
た
妖
怪
現
象
の
命
名
に
関
わ
る
﹁
忌
々
し
さ
﹂
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹁
タ

ヌ
キ
﹂
や
﹁
キ
ツ
ネ
﹂
は
︑
野
生
動
物
で
あ
る
と
と
も
に
︑
妖
怪
現
象
の
名
な
の
で
も
あ
っ
た
︒
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可

能
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒﹁
タ
ヌ
キ
﹂
や
﹁
キ
ツ
ネ
﹂
は
た
し
か
に
動
物
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
の
狐
狸
が
そ
れ
ま
で
観
察
さ
れ
て

い
る
動
物
と
し
て
の
振
る
舞
い
を
︑
特
定
の
状
況
で
逸
脱
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒
そ
の
と
き
の
狐
狸
と
は
︑
ま

ぎ
れ
も
な
く
妖
怪
現
象
で
あ
り
︑
た
と
え
ば
化
か
す
・
憑
く
・
誑
か
す
と
い
う
状
況
に
応
じ
て
︑
行
為
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
想

定
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
︑
そ
の
行
為
そ
の
も
の
が
﹁
怪
﹂
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
︒
妖
怪
現
象
の
命
名
の
背
景
を
探
ろ

う
と
す
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
に
言
葉
の
成
り
立
ち
か
ら
︑
特
定
の
関
係
的
文
脈
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒﹁
忌
々
し

い
﹂
の
は
む
し
ろ
︑﹁
モ
ノ
﹂
と
﹁
コ
ト
﹂
を
き
っ
ち
り
と
切
り
分
け
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

妖
怪
現
象
の
命
名
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
非
在
の
現
前
︵﹁
な
い
﹂
こ
と
が
﹁
い
る
﹂︶
と
い
う
事
態
の
諸
相
で
あ

る
︒
非
在
に
焦
点
化
し
た
命
名
は
﹁
コ
ト
﹂
を
前
景
化
し
︑
現
前
の
側
に
焦
点
化
し
た
命
名
は
﹁
モ
ノ
﹂
を
前
景
化
す
る
︒
本
論
の

冒
頭
で
述
べ
た
︑
非
在
の
現
前
の
振
幅
と
は
︑
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹁
妖
怪
﹂
と
い
う
名
称
は
︑
こ
の
総
称
も
含
め
て
曖
昧
な
も

の
と
考
え
ら
れ
が
ち
だ
が
︑
曖
昧
な
こ
と
を
曖
昧
な
ま
ま
に
︑
感
覚
を
名
辞
以
前
的
に
共
有
す
る
営
み
が
︑
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
こ
う
し
た
こ
と
は
︑
日
本
語
を
超
え
て
言
語
そ
の
も
の
の
構
造
を
問
う
言
語
哲
学
や
記
号
論
と

い
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
も
加
え
て
さ
ら
に
考
察
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
し
︑
民
俗
学
は
そ
も
そ
も
︑
妖
怪
に
限
ら
ず
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地
名
や
人
名
︑
動
植
物
な
ど
の
命
名
の
構
造
を
重
視
す
る
側
面
の
あ
る
学
問
で
あ
る
(

)
︒
こ
う
し
た
知
見
と
の
対
話
も
さ
ら
に
続

78

け
る
必
要
が
あ
る
が
︑
本
論
で
は
果
た
せ
て
い
な
い
︒
こ
れ
は
あ
く
ま
で
︑﹁
名
づ
け
﹂
を
め
ぐ
る
哲
学
的
な
妖
怪
学
の
端
緒
で
し
か

な
い
︒
し
か
し
そ
こ
に
は
︑
豊
穣
な
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
︒

さ
て
︑
本
論
は
︿
風
﹀
の
話
か
ら
始
ま
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
や
は
り
そ
れ
と
と
も
に
擱
筆
す
る
こ
と
と
し
よ
う
︒
こ
れ
も
ま
た
︑
自

然
現
象
で
も
あ
れ
ば
︑
妖
怪
現
象
と
も
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
︒
さ
て
︑
あ
ら
た
め
て
読
者
諸
賢
に
問
い
た
い
︒
ど
こ
に
も
吹
か
な

い
︿
風
﹀
な
ど
︑
あ
る
だ
ろ
う
か
︒

【
註
︼

(

)

以
下
︑
本
稿
で
妖
怪
現
象
と
い
う
場
合
は
︑
特
定
の
名
称
と
姿
形
を
持
つ
﹁
妖
怪
﹂
と
区
別
し
︑
名
づ
け
以
前
の
現
象
か
ら
︑
特
定
の
名

1

称
を
も
っ
て
認
識
さ
れ
る
ま
で
の
広
範
な
ヴ
ェ
ク
ト
ル
を
意
味
す
る
︒
引
用
し
た
論
者
の
行
論
上
︑﹁
妖
怪
﹂
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と

も
あ
る
が
︑
特
定
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
の
﹁
妖
怪
﹂
と
妖
怪
現
象
は
区
別
さ
れ
る
︒

(

)

千
葉
幹
夫
﹁
全
国
妖
怪
語
辞
典
﹂︵
谷
川
健
一
編
﹃
妖
怪
︵
日
本
民
俗
文
化
資
料
集
成
⑧
︶﹄
三
一
書
房
︑
一
九
八
八
年
︑
五
〇
六
頁
︒

2(

)

村
上
賢
司
﹃
妖
怪
事
典
﹄
毎
日
新
聞
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
一
〇
五
︱
一
◯
六
頁
参
照
︒

3(

)

佐
々
木
宏
幹
﹃
聖
と
呪
力
の
人
類
学
﹄
講
談
社
︑
一
九
九
六
年
︑
一
〇
九
︱
一
一
〇
頁
︒

4(

)

谷
川
健
一
﹃
日
本
の
神
々
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
九
年
︑
二
頁
︒

5(

)

同
書
︑
三
︱
五
頁
参
照
︒

6(

)

同
書
︑
五
頁
︒

7(

)

同
書
︑
六
頁
︒

8(

)
9

T
im
In
gold
,
“E
arth
,
S
ky,
W
in
d
an
d
W
eath
er,”
Jou
rn
al
of
th
e
R
oyal

A
n
th
ropological

In
stitu
te,
13,
A
p
r
2007,

p
.31.

(

)
10

ibid
.
p
.31.
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(

)
11

ibid
.
p
.31.

(

)
12

M
ich
ael
D
yran

F
oster.P

an
d
em
on
iu
m
an
d
P
arad
e:
Japan

ese
M
on
sters

an
d
th
e
C
u
ltu
re
of
Y
okai.

U
n
iversity

of
C
aliforn

ia

な
お
︑
引
用
に
際
し
て
は
下
記
の
翻
訳
を
適
宜
参
照
し
た
︒
マ
イ
ケ
ル
・
デ
ィ
ラ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
著
・
廣
田
龍
平

P
ress.

2009.p
,21.

訳
﹃
日
本
妖
怪
考
︱
︱
百
鬼
夜
行
か
ら
水
木
し
げ
る
ま
で
︱
︱
﹄
森
話
社
︑
二
〇
一
七
年
︒

(

)
13

ibid
,
p
,21.

(

)

動
物
が
妖
怪
と
さ
れ
て
い
る
諸
例
に
つ
い
て
は
下
記
に
詳
し
い
︒
香
川
雅
信
﹁
妖
怪
と
し
て
の
動
物
﹂︵
山
中
由
里
子
・
山
田
仁
史
編
﹃
こ

14

の
世
の
キ
ワ
︱
︱
︿
自
然
﹀
の
内
と
外
︱
︱
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
九
年
︶︑
一
二
四
︱
一
三
七
頁
︒

(

)

妖
怪
に
つ
い
て
︑
か
つ
て
拙
著
で
は
﹁
不
在
の
現
前
﹂
と
定
義
し
た
︒
し
か
し
正
確
に
は
﹁
不
在
﹂
で
は
な
く
﹁
非
在
﹂
で
あ
ろ
う
︒
な

15

ぜ
な
ら
客
体
的
な
対
象
物
と
し
て
そ
の
有
無
を
問
う
場
合
の
﹁
無
い
﹂
で
は
な
く
︑
対
象
化
で
き
ず
︑
名
辞
以
前
の
段
階
に
お
い
て
対
象

物
と
し
て
の
輪
郭
が
﹁
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
以
下
の
行
論
で
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
︒﹁
不
在

の
現
前
﹂
と
い
う
定
義
に
つ
い
て
は
拙
著
﹃
水
木
し
げ
る
と
妖
怪
の
哲
学
﹄
イ
ー
ス
ト
プ
レ
ス
︑
二
〇
一
六
年
︑
四
一
︱
四
五
頁
参
照
︒

(

)

ク
リ
エ
ー
タ
ー
と
し
て
の
水
木
し
げ
る
の
影
響
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
︑
漫
画
研
究
の
立
場
か
ら
の
指
摘
も
多
い
が
︑
さ
し
あ
た
り
妖

16

怪
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
考
を
参
照
︒
清
水
潤
﹁
一
九
七
〇
年
代
の
妖
怪
革
命
︱
︱
水
木
し
げ
る
﹃
妖
怪
な
ん
で
も
入
門
﹄﹂︵
清

水
潤
・
怪
異
怪
談
研
究
会
編
﹃
鏡
花
と
妖
怪
﹄
青
弓
社
︑
二
〇
一
八
年
︶︑
一
二
九
︱
一
四
七
頁
︒

(

)

水
木
し
げ
る
﹃
妖
怪
な
ん
で
も
入
門
﹄
小
学
館
︑
一
九
七
四
年
︑
一
六
頁
︒

17(

)

同
書
︑
一
六
頁
︒

18(

)

一
八
世
紀
の
﹁
妖
怪
革
命
﹂
に
つ
い
て
は
︑
以
下
が
詳
細
を
き
わ
め
て
お
り
参
考
と
な
る
︒
香
川
雅
信
﹃
江
戸
の
妖
怪
革
命
﹄
河
出
書
房

19

新
社
︑
二
〇
〇
五
年
︒

(

)

香
川
雅
信
﹁
鬼
魅
の
名
は
︱
︱
近
世
前
期
に
お
け
る
妖
怪
の
名
づ
け
︱
︱
﹂︵﹃
日
本
民
俗
学
﹄
三
〇
二
号
︑
二
〇
二
〇
年
︶︑
一
︱
三
五

20

頁
参
照
︒
香
川
の
論
考
は
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
筆
者
と
問
題
関
心
が
近
い
よ
う
に
見
え
る
が
︑
香
川
の
場
合
は
個
々
の
妖
怪
現
象
の
命
名

の
構
造
で
は
な
く
︑
そ
れ
ら
の
名
称
が
ど
の
よ
う
に
流
布
し
て
い
っ
た
か
を
追
求
す
る
こ
と
に
関
心
が
お
か
れ
て
い
る
︒

(

)

香
川
雅
信
﹁
伝
承
か
ら
表
象
へ
︱
︱
現
代
妖
怪
イ
メ
ー
ジ
の
起
源
︱
︱
﹂︵﹃
ニ
ッ
ポ
ン
の
妖
怪
文
化
﹄
ユ
リ
イ
カ
第
四
八
巻
九
号
︑
青
土

21

社
︑
二
〇
一
六
年
︶︑
六
八
︱
七
四
頁
参
照
︒

(

)

小
松
和
彦
﹃
妖
怪
文
化
入
門
﹄
せ
り
か
書
房
︑
二
〇
〇
六
年
︑
一
〇
︱
一
七
頁
参
照
︒

22(

)

伊
藤
龍
平
﹃
何
か
が
後
を
つ
い
て
く
る
︱
︱
妖
怪
と
身
体
感
覚
︱
︱
﹄
青
弓
社
︑
二
〇
一
八
年
︑
二
一
頁
︒

23
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(

)

同
書
︑
二
一
頁
︒

24(

)

同
書
︑
一
二
頁
参
照
︒

25(

)

同
書
︑
一
四
︱
一
五
頁
参
照
︒

26(

)

同
書
︑
二
二
頁
︒

27(

)

同
書
︑
一
四
頁
︒

28(

)

山
田
厳
子
﹁
目
の
想
像
力
／
耳
の
想
像
力
︱
︱
語
彙
研
究
の
可
能
性
︱
︱
﹂︵﹃
口
承
文
芸
研
究
﹄
第
二
八
号
︑
二
〇
〇
五
年
︶︑
一
二
四

29

︱
一
二
五
頁
参
照
︒

(

)

同
論
文
︑
一
二
五
︱
一
二
六
頁
参
照
︒

30(

)

同
論
文
︑
一
二
七
頁
参
照
︒

31(

)

飯
倉
義
之
﹁﹁
名
付
け
﹂
と
﹁
知
識
﹂
の
妖
怪
伝
承
︱
︱
ケ
サ
ラ
ン
パ
サ
ラ
ン
あ
る
い
は
テ
ン
サ
ラ
バ
サ
ラ
の
一
九
七
〇
年
代
︱
︱
﹂︵﹃
口

32

承
文
芸
研
究
﹄
第
二
九
号
︑
二
〇
〇
六
年
︶︑
一
二
六
︱
一
三
二
頁
参
照
︒

(

)

同
論
文
︑
一
三
四
頁
︒

33(

)

同
論
文
︑
一
三
四
頁
︒

34(

)

京
極
夏
彦
﹁
モ
ノ
化
す
る
コ
ト
︱
︱
怪
異
と
妖
怪
を
巡
る
妄
想
﹂︵
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
編
﹃
怪
異
学
の
技
法
﹄
臨
川
書
店
︑
二
〇
〇
三

35

年
︶︑
三
五
頁
︒

(

)

同
書
︑
二
三
︱
二
五
頁
参
照
︒

36(

)

同
書
︑
二
八
︱
二
九
頁
参
照
︒

37(

)

柳
田
国
男
著
・
小
松
和
彦
校
注
﹃
新
訂

妖
怪
談
義
﹄
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
一
三
年
︑
二
五
三
頁
︒

38(

)

京
極
夏
彦
﹁
モ
ノ
化
す
る
コ
ト
︱
︱
怪
異
と
妖
怪
を
巡
る
妄
想
﹂︵
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
編
﹃
怪
異
学
の
技
法
﹄
臨
川
書
店
︑
二
〇
〇
三

39

年
︶︑
三
〇
︱
三
一
頁
参
照
︒

(

)

同
書
︑
三
一
︱
三
二
頁
参
照
︒

40(

)

同
書
︑
三
四
頁
︒

41(

)

レ
ー
ン
・
ウ
ィ
ラ
ー
ス
レ
フ
著
・
奥
野
克
巳
・
近
藤
祉
秋
・
古
川
不
可
知
訳
﹃
ソ
ウ
ル
・
ハ
ン
タ
ー
ズ
︱
︱
シ
ベ
リ
ア
・
ユ
カ
ギ
ー
ル
の

42

ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
人
類
学
︱
︱
﹄
亜
紀
書
房
︑
二
〇
一
八
年
︑
二
九
八
︱
三
〇
三
頁
参
照
︒

(

)

同
書
︑
三
〇
四
頁
︒

43
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(

)

同
書
︑
三
〇
四
頁
参
照
︒

44(

)

西
条
勉
﹃
古
代
の
読
み
方
︱
︱
神
話
と
声
／
文
字
︱
︱
﹄
風
間
書
院
︑
二
〇
〇
三
年
︑
二
一
四
頁
︒

45(

)

同
書
︑
二
〇
九
頁
︒

46(

)

同
書
︑
三
二
〇
頁
︒

47(

)

同
書
︑
二
二
〇
頁
参
照
︒

48(

)

同
書
︑
二
二
二
︱
二
二
四
頁
参
照
︒

49(

)

同
書
︑
二
二
六
頁
参
照
︒

50(

)

同
書
︑
二
二
八
︱
二
二
九
頁
参
照
︒

51(

)

和
�
哲
郎
﹁﹁
も
の
の
あ
は
れ
﹂
に
つ
い
て
﹂︵﹃
和
�
哲
郎
全
集
﹄
第
四
巻
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
六
二
年
︶︑
一
四
四
︱
一
五
五
頁
参
照
︒

52(

)

和
�
哲
郎
﹁
日
本
語
と
哲
学
の
問
題
﹂︵﹃
和
�
哲
郎
全
集
﹄
第
四
巻
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
六
二
年
︶︑
一
四
四
︱
一
五
五
頁
参
照
︒

53(

)

長
谷
川
三
千
子
﹃
日
本
語
の
哲
学
へ
﹄
筑
摩
書
房
︑
二
〇
一
〇
年
︑
二
三
二
頁
︒
本
書
で
は
﹁
も
の
﹂
と
﹁
こ
と
﹂
に
つ
い
て
第
四
章
と

54

第
五
章
を
割
い
て
詳
細
な
語
意
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

(

)

以
下
の
井
上
円
了
か
ら
の
選
集
収
載
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
︑﹃
井
上
円
了
選
集
﹄︵
東
洋
大
学
︑
一
九
八
七
︱
二
〇
〇
四
年
︶
に
よ
る
︒

55

引
用
に
際
し
て
は
︵
巻
数
：
ベ
ー
ジ
数
︶
の
よ
う
に
記
す
︒
た
と
え
ば
︵

︶
は
第
一
巻
三
五
頁
で
あ
る
︒

1:35

(

)
﹁
ク
ネ
ク
ネ
﹂
の
ネ
ッ
ト
上
に
お
け
る
伝
播
に
つ
い
て
は
︑
伊
藤
龍
平
﹃
ネ
ッ
ト
ロ
ア
︱
︱
ウ
ェ
ブ
時
代
の
ハ
ナ
シ
の
伝
承
︱
︱
﹄
青
弓

56

社
︑
二
〇
一
六
年
︑
一
七
︱
四
二
頁
参
照
︒

(

)

村
上
賢
司
﹃
妖
怪
事
典
﹄
毎
日
新
聞
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
四
二
頁
参
照
︒

57(

)

井
上
円
了
﹃
哲
学
道
中
記
﹄
哲
学
書
院
︑
一
八
八
七
年
︑
九
七
頁
参
照
︒

58(

)

同
書
︑
一
一
〇
頁
参
照
︒

59(

)

村
上
賢
司
﹃
妖
怪
事
典
﹄
毎
日
新
聞
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
二
七
五
頁
参
照
︒

60(

)

化
野
燐
﹁﹁
妖
怪
﹂
を
選
ぶ
﹂︵
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
編
﹃
怪
異
学
の
地
平
﹄
臨
川
書
店
︑
二
〇
一
八
年
︶︑
二
一
九
︱
二
二
〇
頁
参
照
︒

61(

)

同
書
︑
二
二
五
︱
二
二
六
頁
参
照
︒

62(

)

柳
田
國
男
﹁
感
覚
と
言
葉
﹂︵﹃
柳
田
國
男
全
集
﹄
第
三
〇
巻
︑
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
三
年
︶︑
二
三
六
頁
︒

63(

)

柳
田
国
男
著
・
小
松
和
彦
校
注
﹃
新
訂

妖
怪
談
義
﹄
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
一
三
年
︑
二
四
三
頁
︒

64(

)

同
書
︑
二
四
三
頁
参
照
︒

65
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(

)

同
書
︑
二
四
三
頁
︒

66(

)

化
野
臨
﹁﹁
妖
怪
名
彙
﹂
が
で
き
る
ま
で
﹂︵
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
編
﹃
怪
異
を
媒
介
す
る
も
の
﹄
臨
川
書
店
︑
二
〇
一
五
年
︶︑
六
三
︱

67

六
九
頁
参
照
︒

(

)

小
松
和
彦
﹁
民
俗
学
的
妖
怪
論
の
批
判
的
検
証
作
業
に
む
け
て
の
一
断
面
︱
︱
櫻
井
徳
太
郎
の
妖
怪
伝
承
論
に
こ
と
よ
せ
て
︱
︱
﹂

68

︵
佐
々
木
宏
幹
編
﹃
民
俗
学
の
地
平
︱
︱
櫻
井
徳
太
郎
の
世
界
︱
︱
﹄
岩
田
書
院
︑
二
〇
〇
七
年
︶︑
五
九
︱
六
四
頁
参
照
︒

(

)

柳
田
国
男
著
・
小
松
和
彦
校
注
﹃
新
訂

妖
怪
談
義
﹄
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
一
三
年
︑
二
四
五
︱
二
四
六
頁
︒

69(

)

高
岡
弘
幸
﹃
幽
霊

近
世
都
市
が
生
み
出
し
た
化
物
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
六
年
︑
三
二
︱
三
四
頁
︒

70(

)

香
川
雅
信
﹁
柳
田
國
男
と
妖
怪
・
怪
談
研
究
﹂︵﹃
日
本
民
俗
学
﹄
第
二
七
〇
号
︑
日
本
民
族
学
会
︑
二
〇
一
二
年
︶︑
一
六
一
頁
参
照
︒

71(

)

同
論
文
︑
一
六
二
頁
参
照
︒

72(

)

柳
田
國
男
・
関
敬
吾
﹃
日
本
民
俗
学
入
門
﹄
改
造
社
︑
一
九
四
二
年
︑
三
八
六
頁
︒

73(

)

柳
田
国
男
著
・
小
松
和
彦
校
注
﹃
新
訂

妖
怪
談
義
﹄
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
一
三
年
︑
五
七
頁
︒

74(

)

同
書
︑
五
五
︱
五
九
頁
︑
ま
た
七
〇
︱
七
一
頁
も
参
照
︒

75(

)

同
書
︑
五
九
頁
参
照
︒

76(

)

真
田
信
治
﹁
方
言
分
布
か
ら
探
る
﹁
妖
怪
名
﹂
の
語
源
﹂︵
真
田
信
治
﹃
日
本
語
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
﹄
ア
ル
ク
︑
一
九
八
九
年
︶︑
五
二

77

︱
五
四
頁
参
照
︒

(

)

民
俗
学
に
お
け
る
﹁
名
づ
け
﹂
の
研
究
に
つ
い
て
は
︑
田
中
宣
一
の
も
の
が
コ
ン
パ
ク
ト
で
わ
か
り
や
す
い
︒
し
か
し
︑﹁
妖
怪
﹂
に
つ

78

い
て
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
︒
田
中
宣
一
﹃
名
づ
け
の
民
俗
学
︱
︱
地
名
・
人
名
は
ど
う
命
名
さ
れ
て
き
た
か
︱
︱
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇

一
四
年
参
照
︒
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