
「
お
化
け
屋
敷
」

試
論

は
じ
め
に

日
本
中
ど
こ
の
遊
園
地
で
も
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、
「
お
化
け

屋
敷
」
と
い
う
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
見
ら
れ
る
。
欧
米
の

J
E
E
Z仏

出可
R
gロ
=
で
は
ス
ク
リ
ー
ン
を
用
い
た
、
あ
る
い
は
三
次
元
立
体
映

像
な
ど
の
シ
ア
タ
ー
型
が
多
い
の
だ
が
、
日
本
で
は
観
客
が
ア
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
内
を
通
過
す
る
ウ
ォ
ー
ク
ス
ル
ー
型
が
多
い
心
さ
も
な
け
れ
ば

乗
り
物
で
内
部
を
進
ん
で
い
く
ラ
イ
ド
型
で
あ
る
。

日
本
の
お
化
け
屋
敷
は
、
ど
の
よ
う
に
始
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
変
化

を
経
て
き
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
そ
の
流
れ
に
つ
い
て
考
察
す
る
c

な
お
、
こ
の
よ
う
な
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
に
関
し
て
は
、
お
化
け
屋
敷

以
外
に
も
呼
び
方
は
あ
る
が
、
名
称
の
変
遷
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
や

資
料
か
ら
の
引
用
を
除
い
て
は
、
「
お
化
け
屋
敷
」
で
統
一
す
る
も
の

と
す
る
。

関

H
月

r
F
 

子

江
戸
の
見
世
物

お
化
け
屋
敷
は
仮
設
建
築
が
多
い
c

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
怪
談
と

言
え
ば
夏
と
い
、
っ
印
象
か
ら
、
季
節
限
定
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て

扱
う
主
催
者
が
多
い
た
め
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
お
化
け
屋
敷
の
原

点
が
見
世
物
小
屋
に
あ
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
υ

こ
の
見
世
物
と
い
う
の
は
、
実
に
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
こ
と
ば
で
あ

る
。
強
い
て
定
義
す
る
な
ら
ば
、
珍
し
い
も
の
を
見
せ
る
興
行
は
全
て

見
世
物
と
な
る
。
そ
の
内
容
も
珍
獣
・
奇
形
・
軽
業
・
大
き
き
ゃ
数
の

常
な
ら
ぬ
も
の
等
、
多
岐
に
渡
る
c

極
論
す
れ
ば
、
珍
し
け
れ
ば
何
で
も
見
世
物
に
な
り
得
る
の
だ
が
、

文
政
期
頃
か
ら
細
工
見
世
物
が
流
行
し
始
め
る
。
最
も
評
判
に
な
っ
た

の
は
、
文
政
二
年
(
一
八
一
九
)
に
浅
草
で
興
行
を
打
っ
た
、
竹
を
組

み
上
げ
て
巨
大
な
像
を
作
り
出
し
た
龍
細
工
で
あ
ろ
う
。
上
方
の
一
回

庄
七
郎
が
手
掛
け
た
細
工
で
、
小
屋
の
中
に
入
る
と
、
二
丈
二
尺
も
の

関
羽
像
が
辺
り
を
碑
院
し
て
い
た
と
き
安
ノ

O

当
然
、
巨
大
な
像
に
合
わ
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せ
て
建
物
も
大
き
く
な
る
が
、
や
は
り
仮
設
建
築
で
あ
る
こ
と
に
は
変

わ
り
は
な
い
。
興
行
期
間
は
五
十
日
ほ
ど
で
、
終
わ
れ
ば
解
体
さ
れ
片

付
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
後
も
、
瀬
戸
物
・
員
・
ち
り
め
ん
・

桶
・
硝
子
・
日
比
布
等
を
素
材
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
細
工
が
見
世
物
と

な
り
、
庶
民
の
目
を
楽
し
ま
せ
た
。

話
は
前
後
す
る
が
、
右
に
挙
げ
た
鐘
細
工
以
前
に
も
注
目
さ
れ
た
細

工
見
世
物
が
あ
っ
た
。
安
永
七
年
(
一
七
七
八
)
の
「
と
ん
だ
霊
宝
」

で
あ
る
。
こ
れ
は
干
鱈
や
す
る
め
な
ど
乾
物
で
釈
迦
三
尊
像
や
不
動
明

王
像
等
を
作
っ
て
お
り
、
生
臭
も
の
で
仏
像
を
作
る
と
い
う
「
と
ん

だ
」
こ
と
を
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
が
酒
落
と
し
て
江
戸
つ
子
に

大
い
に
も
て
は
や
さ
れ
た
。
小
屋
掛
け
し
た
場
所
は
両
国
で
あ
り
、
こ

の
時
回
向
院
で
は
信
州
善
光
寺
の
阿
弥
陀
知
来
像
の
出
開
帳
が
行
わ
れ

て
い
た
。
本
物
の
仏
像
が
開
帳
さ
れ
て
い
る
傍
ら
で
、
こ
の
よ
う
な
興

行
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

前
述
の
二
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
見
世
物
小
屋
が
建
つ
の
は
門
前

が
多
く
、
江
戸
で
は
両
国
と
浅
草
が
特
に
多
か
っ
た
。
殊
に
出
開
帳
の

際
は
複
数
の
小
屋
で
賑
わ
っ
た
。

両
国
回
向
院
周
辺
の
一
連
の
見
世
物
の
中
で
も
、
そ
の
リ
ア
ル
な
印

象
で
群
を
抜
い
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
の
が
泉
目
士
口
の
化
物
細
工
で
あ

る
。
『
武
江
年
表
』
巻
之
八
・
天
保
九
年
(
一
八
三
人
)
一
一
一
月
の
条
に

「O
十
七
日
よ
り
回
向
院
に
て
井
の
頭
排
才
天
開
帳
。
境
内
に
て
人
形

師
目
吉
の
細
工
に
て
色
色
の
変
死
人
を
作
り
見
せ
も
の
と
す
」
と
あ

る
。
化
物
と
い
う
よ
り
変
死
体
の
人
形
で
あ
る
が
、
棺
桶
の
中
か
ら
わ

ず
か
に
覗
い
て
い
る
亡
者
、
獄
門
首
、
木
に
吊
る
さ
れ
た
他
殺
体
等
、

気
の
弱
い
観
客
は
ろ
く
に
見
も
せ
ず
走
っ
て
出
口
ま
で
逃
げ
る
ほ
ど
迫

力
の
あ
る
細
工
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
以
降
も
化
物
細
工
を
見
せ
る
興
行
は
度
々
催
さ
れ
る
の
だ
が
、

万
延
元
年
(
一
八
六

O
)
浅
草
寺
門
前
で
の
興
行
に
つ
い
て
は
、
ド
イ

ツ
の
外
交
官
オ
イ
レ
ン
ブ
ル
ク
伯
爵
が
記
録
を
残
し
て
い
る
。
小
屋
内

部
の
様
子
に
つ
い
て
、
わ
か
り
や
す
く
詳
細
に
述
べ
て
い
る
の
で
、

少
々
長
い
が
引
用
し
た
い
。

別
の
見
世
物
小
屋
で
は
、
恐
怖
、
戦
懐
の
幽
霊
ば
か
り
が
あ
る
。

し
か
も
こ
の
場
合
は
、
む
ご
た
ら
し
い
自
然
そ
の
ま
ま
の
写
実
な

の
で
、
誰
で
も
思
わ
ず
身
震
い
す
る
。
入
口
の
右
側
か
ら
か
ぴ
た

床
板
の
上
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
そ
の
下
は
沼
の
よ
う
な
所

で
、
そ
こ
に
腐
敗
し
た
死
体
が
は
ま
り
込
ん
で
い
る
。
目
の
凹
ん

だ
骸
骨
(
本
物
で
は
な
い
)
で
、
泥
と
枯
草
の
上
に
半
ば
隠
れ
て

横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
、
幻
想
は
目
で
見
る
以
上
の
も
の
を
見
る

の
で
あ
る
。
目
を
転
ず
る
と
、
生
き
た
鳥
が
あ
た
り
を
掻
い
た

り
、
つ
い
ば
ん
だ
り
し
て
い
る
。
歩
め
る
の
は
狭
い
通
路
だ
け

で
、
建
物
の
内
部
へ
向
か
っ
て
は
暗
く
、
外
へ
向
か
っ
て
は
板
固

い
が
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
横
か
ら
伸
、
ぴ
て
い
る
木
の
枝
を

す
か
し
て
空
が
の
ぞ
い
て
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
無
気
味
に
そ
し

て
自
然
そ
の
ま
ま
に
飾
ら
れ
で
あ
る
の
で
、
見
世
物
小
屋
で
あ
る
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こ
と
を
忘
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
の
記
録
か
ら
、
化
物
細
工
の
見
せ
方
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
ず
、
建
物
は
仮
小
屋
で
あ
る
が
、
そ
の
場
所
の
条
件
に

合
わ
せ
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
こ
に
植
え
ら
れ
て
い
る
樹
木
等
も
利

用
し
て
設
営
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
狭
い
通
路
を
客
が
歩
い

て
移
動
し
な
が
ら
見
物
す
る
。
こ
れ
は
ミ
ナ
ガ
シ
モ
ノ
と
呼
ば
れ
る
形

態
で
、
今
で
言
、
つ
ウ
ォ
ー
ク
ス
ル
ー
型
で
あ
る
。
小
屋
の
内
部
は
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
暗
い
。
そ
の
暗
さ
が
手
伝
っ
て
の
こ
と
も
あ
ろ
う

が
、
そ
こ
に
あ
る
作
り
物
の
死
体
は
写
実
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
生
き
た

鳥
を
放
っ
て
死
体
を
つ
い
ば
ん
で
い
る
よ
う
に
見
せ
る
と
い
う
演
出
も

し
て
い
る
。
こ
れ
は
死
体
の
中
、
た
い
て
い
は
腹
部
あ
た
り
に
小
さ
な

水
鉢
を
仕
込
ん
で
お
き
、
そ
こ
に
泥
鎗
を
い
れ
て
お
く
の
だ
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
判
断
す
る
と
、
現
在
の
お
化
け
屋
敷
の
原
型
は

既
に
で
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ま
だ
「
見
せ
る
」
こ
と
に

重
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
現
在
ほ
ど
演
出
法
は
多
彩
で
は
な
い
。
聴

覚
、
場
合
に
よ
っ
て
は
触
覚
も
刺
激
し
て
恐
怖
心
を
煽
る
と
い
う
と
こ

ろ
ま
で
は
発
展
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
視
覚
的
効
果
に
関

し
て
も
、
照
明
設
備
に
は
限
界
の
あ
っ
た
当
時
に
あ
っ
て
、
光
を
ど
の

程
度
ま
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

文
明
開
化
と
見
世
物

明
治
維
新
以
降
、
見
世
物
の
在
り
方
に
変
化
の
時
期
が
訪
れ
た
。
そ

れ
ま
で
は
、
こ
の
よ
う
な
小
規
模
な
興
行
に
関
し
て
は
幕
府
は
さ
し
て

干
渉
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
だ
が
、
文
化
国
家
を
目
指
す
新
政
府
に

と
っ
て
は
見
世
物
は
捨
て
置
け
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
存

在
は
文
化
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

ま
ず
明
治
元
年
(
一
八
六
七
)
二
月
に
性
的
な
印
象
を
与
え
る
さ
ま

ざ
ま
な
も
の
に
対
し
「
近
来
春
画
並
ニ
狼
ヶ
間
敷
錦
絵
等
ヲ
貰
買
致
シ

候
者
モ
有
之
哉
二
相
問
、
且
又
見
世
物
ト
唱
候
類
見
苦
敷
キ
招
キ
看
板

ヲ
差
出
シ
知
何
敷
態
ヲ
致
、
ン
(
中
略
)
向
後
右
様
ノ
不
持
ノ
儀
ハ
致
問

敷
・
・
」
と
太
政
事
布
告
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
禁
令
は
か
な
り
徹
底
し

た
も
の
で
、
一
時
は
相
撲
ま
で
が
禁
止
さ
れ
た
。
裸
体
で
行
う
か
ら
見

苦
し
い
と
い
う
理
由
で
あ
る
。

明
治
三
年
(
一
八
六
九
)
に
は
見
世
物
に
贋
造
物
を
出
す
こ
と
が
禁

止
さ
れ
る
。
河
童
や
人
魚
の
ミ
イ
ラ
の
類
は
禁
止
で
あ
る
。
実
際
に
は

ど
の
程
度
守
ら
れ
た
か
は
甚
だ
あ
や
し
い
が
、
偽
物
を
見
せ
て
料
金
を

取
る
こ
と
は
一
応
禁
じ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
明
治
五
年
頃
か
ら
享
一
尽
府
内
の
霞
費
張
り
取
払
い
令
が
出
始

め
、
ま
も
な
く
施
行
さ
れ
た
。
両
国
橋
の
西
詰
、
浅
草
寺
門
前
、
高
輪

河
岸
等
の
茶
庖
・
仮
小
屋
が
禁
止
さ
れ
た
。
仮
設
施
設
で
、
催
事
に
合

わ
せ
て
各
地
を
移
動
す
る
見
世
物
興
行
に
と
っ
て
は
、
仮
小
屋
禁
止
は

興
行
禁
止
に
も
等
し
い
。
ま
た
明
治
六
年
に
は
不
具
者
見
世
物
の
禁
止

が
東
京
府
知
事
布
達
と
し
て
公
布
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
取
り
締
ま
り
は
人
道
面
、
あ
る
い
は
安
全
面
か
ら
や
む
を
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得
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
急
激
な
変
化
は
、
新
政
府
に
よ

る
文
化
国
家
ア
ピ
ー
ル
と
い
う
の
が
主
な
理
由
で
あ
ろ
う
。
見
世
物
小

屋
は
行
き
場
を
失
っ
て
衰
退
し
て
い
く
。

と
こ
ろ
が
、
見
世
物
商
売
を
事
実
上
禁
止
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
れ

と
平
行
し
て
大
規
模
な
官
営
見
世
物
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
催
し
が
流
行
し

始
め
る
。
博
覧
会
で
あ
る
c

明
治
一

O
年
(
一
八
七
七
)
、
東
京
上
野
で
第
一
囲
内
国
勧
業
博
覧

会
が
聞
か
れ
る
。
以
後
、
明
治
一
四
年
(
一
八
一
一
)
と
明
治
二
三
年

(
一
八
九

O)
に
上
野
で
、
明
治
二
八
年
(
一
八
九
五
)
に
京
都
で
、

明
治
三
六
年
(
一
九

O
三
)
に
大
阪
で
開
催
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

国
が
主
催
し
た
博
員
会
で
あ
る
が
、
上
野
公
園
で
は
、
そ
の
他
に
も
明

治
四

O
年
(
一
九

O
七
)
に
東
京
勧
業
博
覧
会
、
大
正
三
年
(
一
九
一

四
)
に
東
京
大
正
博
覧
会
、
大
正
一
一
年
(
一
九
二
二
)
に
平
和
記
念

東
京
博
覧
会
等
、
東
京
府
主
催
の
博
覧
会
も
開
か
れ
て
い
る
c

本
来
、
産
業
振
興
の
た
め
に
最
新
の
技
術
や
製
品
を
見
せ
る
と
い
う

の
が
博
覧
会
の
主
目
的
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
次
第
に
本
来
の
在
り
方
と

は
離
れ
て
い
く
。
物
産
展
あ
る
い
は
技
術
展
で
あ
っ
た
は
ず
の
博
覧
会

な
の
だ
が
、
娯
楽
的
要
素
が
濃
く
な
っ
て
い
っ
た
。
知
識
の
普
及
が
狙

い
で
あ
っ
た
は
ず
の
衛
生
博
覧
会
は
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
寄
生
虫
や
病
巣

の
標
本
が
人
気
を
集
め
て
い
た
し
、
納
涼
博
覧
会
な
ど
は
「
納
涼
」
と

付
け
ら
れ
た
時
点
で
、
も
は
や
勧
業
が
主
目
的
で
な
い
の
は
明
ら
か
で

あ
る
。
珍
奇
な
も
の
を
見
せ
る
催
事
と
い
、

1
Rは
見
世
物
以
外
の
何
物

で
も
な
い
。

中
川
章
二
氏
は
『
ラ
ン
カ
イ
屋
一
代
わ
が
博
覧
会
一

O
O年
史
」

中
の
納
涼
博
覧
会
に
つ
い
て
の
一
節
で
、
知
り
合
い
の
老
婦
人
に
昔
の

時
覧
会
で
印
象
に
残
っ
た
も
の
は
何
か
と
問
、
っ
た
と
こ
ろ
、
覚
え
て
い

る
の
は
お
化
け
屋
敷
く
ら
い
だ
と
答
え
ら
れ
て
が
っ
か
り
し
た
と
述
べ

て
い
る
。
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
納
涼
博
覧
会
に
は
お
化
け
屋
敷
は
欠

か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。

こ
の
「
お
化
け
」
は
余
程
集
客
力
が
あ
っ
た
の
か
、
昭
和
六
年
(
一

九
三
こ
に
は
国
技
館
で
日
本
伝
説
お
化
け
大
会
が
開
催
さ
れ
る
。
日

本
伝
説
協
会
主
催
で
あ
っ
た
。
後
援
し
て
い
る
讃
貰
新
聞
も
か
な
り
力

を
入
れ
て
お
り
、
同
年
三
月
一
日
の
一
面
で
大
き
く
取
り
上
げ
て
い

ヲ心。

nu 

戸

h
d

怪
変
化
で
ア
ッ
と
云
は
す
四
谷
怪
談
、
相
馬
の
古
御
所
、
海
坊
主

法
界
坊
等
の
物
凄
さ
か
ら
、
珍
談
怪
談
、
心
中
、
鈴
ヶ
森
の
仕
置

場
、
珍
説
狐
の
嫁
入
り
、
古
寺
の
妖
怪
、
本
所
七
不
思
議
が
ず
ら

り
と
並
ん
で
、
正
に
文
字
通
り
百
鬼
夜
行
、
凡
ゆ
る
妖
怪
が
光
線

や
音
響
の
変
化
等
で
入
場
者
の
肝
ツ
魂
を
奪
ひ
去
っ
て
、
サ
テ
や

っ
と
出
口
に
出
て
ホ
ッ
と
思
ふ
と
こ
れ
が
ま
た
有
名
な
夕
聞
の

「
八
幡
の
薮
知
ら
ず
」
で
森
や
竹
薮
を
分
け
入
る
と
累
々
と
な
ら

ん
だ
墓
場
に
出
る
。

右
の
記
事
か
ら
は
、
ま
ず
、
お
化
け
は
幽
霊
・
妖
怪
・
怪
異
現
象
一
等

の
総
称
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
想
像
上
の
霊
的
な



怪
異
の
み
な
ら
ず
、
作
り
物
で
は
あ
る
が
死
体
も
恐
怖
を
醸
し
出
す
の

に
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
の
も
化
物
細
工
以
来
の
流
れ
で
あ
る
コ

こ
の
頃
に
な
る
と
既
に
音
響
や
照
明
設
備
に
よ
る
演
出
も
重
視
さ
れ
て

い
た
と
わ
か
る
。
意
外
に
も
、
お
化
け
屋
敷
の
発
展
は
電
気
機
器
の
発

達
と
と
も
に
あ
っ
た
の
だ
。

メ
イ
ス

お
化
け
屋
敷
に
限
ら
ず
、
ウ
ォ
ー
ク
ス
ル
ー
型
の
催
事
と
い
う
の
は

狭
い
空
間
を
ど
う
生
か
す
か
に
成
功
の
鍵
が
あ
る
。
盛
り
沢
山
で
あ
っ

た
と
い
う
印
象
を
与
え
な
け
れ
ば
観
客
は
納
得
し
な
い
。
し
か
し
、
空

間
は
限
ら
れ
て
い
る
ハ
こ
れ
を
解
決
す
る
の
が
迷
路
状
に
作
ら
れ
た
一

方
通
行
の
通
路
で
あ
っ
た
っ

曲
が
り
く
ね
っ
た
通
路
と
い
う
の
は
、
見
世
物
小
屋
の
時
代
か
ら
当

然
あ
っ
た
が
、
一
層
複
雑
な
造
り
に
な
っ
て
い
く
き
っ
か
け
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
入
っ
て
き
た
造
園
技
術
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
庭
園
に
は
古
く
か
ら
迷
路
園
が
造
ら
れ
て
い
た
。
ル
ネ
ッ
サ
ン

ス
以
降
は
宮
殿
に
付
属
す
る
庭
園
の
多
く
に
迷
路
閏
が
見
ら
れ
た
。
現

在
も
英
国
の
ハ
ン
プ
ト
ン
宮
殿
な
ど
に
迷
路
園
が
残
っ
て
い
る
。

日
本
初
の
迷
路
園
は
、
川
本
友
吉
が
横
浜
に
造
っ
た
四
時
皆
宜
閏

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
同
閣
は
、
最
初
は
菊
花
観
賞
の
た
め
に
開
放

さ
れ
た
花
屋
敷
で
あ
っ
た

n

こ
こ
に
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
迷
路
園
が
造

ら
れ
た
か
は
今
と
な
っ
て
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
明
治
九
年
(
一

八
七
六
)
に
は
既
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、
『
仮
名
讃
新
聞
』
の
広

告
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
ご
明
治
九
年
六
月
二
六
日
版
で
あ
る
c

O
明
治
九
年
七
月
九
日
の
日
曜
日
を
以
て
横
漬
野
毛
坂
植
木
家

友
吉
が
四
時
皆
宜
園
と
競
新
花
屋
敷
の
山
中
、
評
判
高
き
隠
れ
杉

「メ

l
ズ
」
の
外
、
数
武
に
て
東
南
に
向
ひ
、
斗
絶
た
る
懸
嵯
へ

新
し
く
管
繕
し
た
「
窟
媛
蟻
」
と
い
ふ
一
服
一
銭
の
茶
亭
は
、
五

ぞ
ん
じ
俄
名
垣
魯
文
が
老
後
を
保
養
ふ
別
業
で
有
ま
す
(
後
略
)

友
人
岡
丈
紀
横
浜
老
松
町
一
丁
目

四
時
皆
宜
園
山
上
七
月
九
日
開
業

新
聞
を
編
集
し
て
い
る
仮
名
垣
魯
文
自
身
が
、
迷
路
園
の
近
く
に
新

聞
縦
覧
茶
亭
を
聞
く
と
い
う
予
告
な
の
だ
が
、
は
っ
き
り
「
メ

l
ズ
」

の
外
と
書
か
れ
て
い
る
と
こ
の
庭
園
に
は
明
ら
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
迷

路
園
技
法
が
導
入
さ
れ
て
い
た
と
わ
か
る
。

そ
の
後
、
各
地
で
同
様
の
庭
園
が
公
開
さ
れ
る
。
現
在
の
首
都
圏
に

あ
た
る
地
域
だ
け
で
も
、
浅
草
の
松
岡
園
や
八
陣
の
隠
れ
杉
、
向
島
の

八
重
棒
、
秋
葉
原
の
平
一
面
若
松
廻
り
、
伊
勢
崎
町
の
八
重
垣
、
梅
ケ

枝
町
の
魚
腹
園
等
、
流
行
と
呼
ん
で
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
ほ

ど
、
い
く
つ
も
の
迷
路
園
が
造
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
命
名
に
関
し
て
は

樹
木
、
あ
る
い
は
森
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
も
の
が
多
い
。

も
ち
ろ
ん
、
首
都
圏
の
み
な
ら
ず
、
関
西
で
も
迷
路
園
は
造
ら
れ
た

が
、
大
坂
で
は
庭
園
、
だ
け
で
な
く
、
催
事
と
し
て
の
迷
路
の
公
開
も
行

わ
れ
た
。
明
治
一
三
年
(
一
八
八

O
)
二
月
二
五
日
の
『
浪
花
新
聞
』

句
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に
次
の
よ
う
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

千
日
前
は
別
し
て
見
世
物
、
軽
業
な
ど
が
沢
山
出
来
て
お
り
ま
す

が
、
其
中
に
て
此
頃
チ
ヨ
ツ
ポ
リ
と
出
来
ま
し
た
下
総
の
八
幡
村

の
八
幡
知
ら
ず
の
薮
を
模
擬
た
見
世
物
は
、
薮
の
中
に
茶
庖
や
小

家
な
ど
こ
し
ら
へ
て
あ
り
ま
す
が
、
飛
ン
ダ
大
入
、
大
繁
日
間
だ
と

の
こ
と
。

こ
こ
で
は
、
迷
路
の
催
事
を
「
八
幡
知
ら
ず
の
薮
」
と
表
現
し
て
い

る
。
「
八
幡
の
薮
」
と
は
千
葉
県
市
川
市
八
幡
に
実
在
す
る
森
の
通
称

で
あ
り
、
神
隠
し
の
伝
承
で
知
ら
れ
て
い
る
。
前
節
で
も
日
本
伝
説
お

化
け
大
会
に
つ
い
て
、
ル
ー
ト
の
最
後
近
く
に
「
八
幡
の
薮
し
ら
ず
」

が
あ
り
、
森
や
竹
薮
を
掻
き
分
け
て
進
ん
だ
と
記
さ
れ
て
い
た
。

現
在
で
は
「
お
化
け
屋
敷
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

が
、
か
つ
て
「
八
幡
の
薮
知
ら
ず
」
と
呼
ば
れ
た
時
期
が
あ
る
。
江
戸

川
乱
歩
の
宣
ぬ
魔
の
紋
章
』
に
次
の
よ
う
な
や
り
取
り
が
あ
る
。

「
ホ
ウ
、
妙
な
も
の
が
出
て
い
る
ね
。
行
っ
て
み
よ
う
じ
ゃ
な
い

か
。
化
け
物
屋
敷
な
ん
て
ず
い
ぶ
ん
久
し
振
り
だ
。
東
京
に
も
こ

ん
な
見
世
物
が
か
か
る
の
か
ね
え
」

「
近
頃
な
か
な
か
流
行
し
て
い
る
ん
で
す
。
昔
は
化
け
物
屋
敷
と

か
八
幡
の
薮
知
ら
ず
と
か
い
っ
た
よ
う
で
す
が
、
こ
の
頃
は
お
化

け
大
会
と
改
称
し
て
、
い
ろ
い
ろ
新
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
る
そ
う

で
す
」

こ
れ
は
素
直
に
解
釈
す
れ
ば
、
お
化
け
屋
敷
の
一
般
的
な
呼
称
が
、

「
化
け
物
屋
敷
」
「
八
幡
の
薮
知
ら
ず
」
か
ら
「
お
化
け
大
会
」
と
変
化

し
た
と
読
み
取
れ
る
。

こ
こ
か
ら
述
べ
る
こ
と
は
、
現
在
の
段
階
で
は
推
測
で
あ
る
。
「
八

幡
の
薮
し
ら
ず
」
は
当
初
迷
路
園
あ
る
い
は
迷
路
催
事
を
意
味
し
て
い

た
。
し
か
し
、
お
化
け
屋
敷
に
お
い
て
、
多
く
の
出
し
物
を
見
せ
る
上

で
も
、
不
気
味
さ
を
演
出
す
る
上
で
も
適
し
て
い
た
迷
路
構
造
は
、
そ

の
施
設
内
に
持
ち
込
ま
れ
、
や
が
て
「
八
幡
の
薮
知
ら
ず
」
は
お
化
け

屋
敷
そ
の
も
の
を
指
す
こ
と
ば
へ
と
変
化
し
た
。
元
来
、
お
化
け
屋
敷

は
沼
や
処
刑
場
等
屋
外
に
あ
る
べ
き
も
の
を
屋
内
に
再
現
す
る
こ
と
が

多
か
っ
た
。
可
能
で
あ
れ
ば
庭
園
技
術
の
導
入
を
拒
む
姿
勢
は
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
考
え
て
論
理
的
に
は
破
綻
は
な
い
。
メ
ー
ズ
の
技

術
が
お
化
け
屋
敷
の
構
造
的
精
度
を
高
め
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
。

内
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シ
ア
タ
ー
型
の
可
能
性

最
初
に
、
欧
米
の

-ggg色
白
苛
将
民
自
=
で
は
シ
ア
タ
ー
型
が
多
い

と
述
べ
た
が
、
日
本
の
お
化
け
屋
敷
に
、
そ
の
よ
う
な
発
展
の
可
能
性

が
な
か
っ
た
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。

欧
米

η
g
g符
門
目
白
百
凶
a
oロ=は
--m，m
岳
民
Hgmoロ
g--に
始
ま
る
と
見

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
幻
灯
機
に
よ
っ
て
、
ス
ク
リ
ー
ン
や
壁
、
あ
る

い
は
煙
等
に
、
骸
骨
や
幽
霊
の
画
像
を
映
写
す
る
興
行
で
あ
る
。
謂
わ

ば
作
り
物
の
交
霊
会
と
で
も
言
、
つ
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、

観
客
に
と
っ
て
は
見
せ
ら
れ
る
だ
け
の
催
し
で
あ
っ
た
。



で
は
、
日
本
で
は
映
写
技
術
の
素
地
が
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、

決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
例
え
ば
第
一
節
で
化
物
細
工
の
名
人
と
し

て
紹
介
し
た
泉
目
吉
で
あ
る
が
、
こ
の
人
物
は
手
先
が
器
用
と
い
う
だ

け
で
な
く
、
ユ
ニ
ー
ク
な
発
想
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
化
物
蝋

燭
を
完
成
さ
せ
た
の
も
目
士
口
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
蝋

燭
の
芯
の
脇
に
薬
品
を
染
ま
せ
た
幽
霊
を
思
わ
せ
る
形
の
紙
片
を
差
し

込
み
、
輝
子
に
映
し
て
外
か
ら
見
る
と
、
薄
い
影
が
ゆ
ら
め
く
様
が
い

か
に
も
幽
霊
の
よ
う
に
見
え
た
と
い
う
。
こ
れ
は
商
品
化
さ
れ
て
販
売

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
広
告
を
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
『
増
訂
武
江
年
表
』
の
享
和
年
間
記
事
に
エ
キ
マ
ン
鏡
に
関

す
る
記
載
が
あ
る
。

享
和
中
都
楽
と
い
ふ
者
、
エ
キ
マ
ン
鏡
と
い
へ
る
目
鏡
を
種
と

し
、
ピ
イ
ド
ロ
へ
彩
色
の
絵
を
か
き
、
自
在
に
働
か
す
る
の
工
夫

を
な
し
、
写
し
絵
と
し
て
見
す
る
。
是
れ
よ
り
以
来
此
の
伎
行
は

れ
て
、
次
第
に
巧
み
に
な
り
、
其
の
門
葉
も
多
く
な
れ
り

こ
の
エ
キ
マ
ン
鏡
と
は
幻
灯
機
の
一
種
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ス
ラ
イ

ド
の
よ
う
に
一
枚
一
枚
絵
を
見
せ
る
の
で
は
な
く
、
複
数
の
機
材
(
通

常
四
台
か
ら
五
台
)
を
用
い
て
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
絵
が
変

化
す
る
様
子
を
見
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
写
し
絵
と
も
呼
ば
れ

た。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
技
術
的
に
は
日
本
に
お
い
て
も
シ
ア

タ
l
型
お
化
け
屋
敷
が
発
達
す
る
可
能
性
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し

ろ
、
複
雑
な
迷
路
や
舞
台
装
置
を
組
み
上
げ
る
よ
り
も
、
移
動
の
た
め

の
仮
設
建
築
に
適
し
て
い
た
と
さ
え
言
え
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
ウ
ォ

ー
ク
ス
ル
ー
型
が
圧
倒
的
に
多
数
を
占
め
た
の
は
な
ぜ
か
。
明
治
以

降
、
幻
灯
は
次
第
に
娯
楽
の
世
界
か
ら
去
っ
て
行
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

理
由
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
つ
に
、
西
洋
式
の
幻
灯

機
が
輸
入
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
別
段
、
国
産
幻
灯
機
を
取
り

締
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
文
部
省
が
教
育
機
器
と
し
て
幻
灯
機

を
使
う
こ
と
を
思
い
立
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
治
七
年
(
一
八
七

四
)
に
手
島
精
一
が
ア
メ
リ
カ
留
学
か
ら
の
帰
国
に
際
し
て
教
材
用
幻

灯
を
持
ち
帰
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
ス
ラ
イ
ド
形
式
の
も
の
で
、
天

文
・
動
物
・
人
体
・
自
然
現
象
等
、
い
ず
れ
も
自
然
科
学
の
教
材
で
あ

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
ま
り
に
も
現
実
的
な
使
い
方
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
情
報
を
得
る
た
め
の
幻
灯
と
は
別
に
、
樋
口
一
葉
の

「
た
け
く
ら
べ
」
に
出
て
く
る
よ
う
な
娯
楽
と
し
て
の
幻
灯
も
西
洋
か

ら
入
っ
て
き
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
も
外
国
の
風
景
や
大
型
船
の
航
行

の
様
子
な
ど
現
実
の
景
色
を
映
す
こ
と
が
多
く
、
幻
想
を
映
像
に
す
る

こ
と
を
思
い
つ
く
者
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
幻
灯
と
い
う
名
に
反
し
て

現
実
に
存
在
す
る
も
の
を
映
し
出
す
機
械
と
い
、
っ
自
象
が
強
く
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
性
能
は
よ
く
て
も
当
時
の
外
国
産
機
器
は
高
額
で
、
こ
れ
を

使
用
す
る
と
利
益
が
少
な
く
な
る
と
い
う
短
所
も
、
興
行
に
取
り
入
れ
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る
か
否
か
の
判
断
に
重
要
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
。
利
益
率
と
い
う
の

は
商
売
に
お
い
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
国
産
の
機
材
が
大
量
に
生
産
さ
れ
れ
ば
、
ま
た
別
の
発

展
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
展
開
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
絵
が
動
く
と
い
う
点
で
は
エ
キ
マ
ン
鏡
は
西
洋
の
幻
灯

よ
り
魅
力
的
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
明
治
二
九
年
(
一
八
九
六
)
に
キ
ネ

ト
ス
コ
ー
プ
が
輸
入
さ
れ
て
、
そ
の
後
活
動
写
真
が
上
映
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
写
し
絵
の
歴
史
は
こ
こ
で
途
切
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

見
世
物
小
屋
の
化
物
細
工
か
ら
情
吋
覧
会
の
目
玉
へ
と
発
展
し
た
お
化

け
屋
敷
で
あ
る
が
、
昭
和
に
入
る
と
必
ず
し
も
仮
設
建
築
に
お
け
る
興

行
ば
か
り
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
。

戦
後
、
各
地
の
遊
園
地
で
お
化
け
屋
敷
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
依
然
と
し
て
夏
季
限
定
の
納
涼
お
化
け
屋
敷
も
あ
る
が
、

昭
和
二
十
年
代
以
降
は
常
設
建
築
に
よ
る
お
化
け
屋
敷
も
作
ら
れ
て
い

る
。
お
そ
ら
く
東
京
で
は
浅
草
花
や
し
き
の
ス
リ
ラ
ー
ヵ
ー
が
常
設
建

築
の
最
初
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
昭
和
二
六
年
(
一

九
五
こ
か
ら
始
ま
っ
た
ラ
イ
ド
型
の
お
化
け
屋
敷
で
あ
る
。
木
製
の

カ
l
ト
で
館
内
を
廻
る
。

浅
草
花
や
し
き
は
、
お
化
け
屋
敷
に
余
程
力
を
入
れ
て
い
た
の
か
、

ラ
イ
ド
型
の
ス
リ
ラ
ー
ヵ
ー
の
他
に
、
ウ
ォ
ー
ク
ス
ル
ー
型
の
お
化
け

屋
敷
も
あ
っ
た
。
そ
の
名
も
「
お
化
け
屋
敷
」
と
い
う
。
昭
和
二
九
年

(
一
九
五
四
)
開
設
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
ア
ト
ラ
ク
シ

ョ
ン
に
対
し
て
お
化
け
屋
敷
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
始
め
た
の
は
、
実

は
こ
の
頃
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
か
つ
て
花
や
し
き
に
二
種
類
の
お
化
け
屋
敷
が
存
在

し
た
の
だ
が
、
ホ
ラ
l
系
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
複
数
あ
る
遊
園
地
は

さ
ほ
ど
珍
し
く
は
な
い
。
練
馬
区
の
豊
島
園
で
も
「
ミ
ス
テ
リ
ー
ゾ
ー

ン
」
「
お
化
け
屋
敷
」
の
両
方
が
あ
っ
た
時
期
が
あ
る
し
、
現
在
で
も

富
士
急
ハ
イ
ラ
ン
ド
で
は
「
最
恐
戦
傑
迷
宮
」
「
ゲ
ゲ
ゲ
の
妖
怪
屋
敷

妖
怪
小
噺
」
の
二
つ
が
あ
る
。
お
化
け
屋
敷
に
は
集
客
力
が
あ
る
と
見

え
る
。日

本
人
は
な
ぜ
お
化
け
屋
敷
を
好
む
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
も
、
デ
ィ

ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
に
あ
る
よ
う
な
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
も
の
で
は
な
く
、
迫
力

の
あ
る
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
好
ま
れ
る
。

一
九
九
六
年
、
ド
イ
ツ
の
ヴ
ユ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
学
で
、
セ
ロ
ト
ニ
ン

ト
ラ
ン
ス
ポ
l
タ
l
遺
伝
子
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
遺
伝
子
は

S
型
と

L
型
が
あ
り
、
こ
の

S
型
と
い
う
の
が
不
安
や
恐
怖
を
感
じ
や
す
い
性

格
を
作
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
両
親
か
ら
一
つ
ず
つ
遺
伝
子
を
受
け
取

る
の
で

S
S型、

S
L型、

L
L型
の
三
種
に
分
類
で
き
る
。
日
本
人

は
セ
ロ
ト
ニ
ン
ト
ラ
ン
ス
ポ
l
タ
l
遺
伝
子
S
型
保
有
者

(
S
S型
-

S
L型
)
が
世
界
で
最
も
多
く
、
九
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
る
。
要
す
る

に
恐
怖
に
対
し
て
敏
感
な
人
聞
が
多
い
の
で
あ
る
。
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そ
れ
な
ら
ば
、
恐
怖
を
避
け
て
通
れ
ば
よ
い
は
ず
な
の
だ
が
、
遊
戯

的
な
疑
似
恐
怖
を
好
む
日
本
人
が
多
い
。
そ
れ
も
怪
奇
小
説
や
ホ
ラ
ー

映
画
の
よ
う
な
絶
対
安
全
圏
に
い
ら
れ
る
疑
似
恐
怖
だ
け
で
な
く
、
対

象
に
物
理
的
に
媛
近
す
る
お
化
け
屋
敷
が
こ
の
よ
う
に
好
ま
れ
る
の

は
、
不
思
議
な
現
象
で
あ
る
。
い
か
に
安
全
は
担
保
さ
れ
て
い
る
と
い

っ
て
も
、
体
験
型
の
恐
怖
を
あ
え
て
選
ぶ
の
は
一
見
非
論
理
的
で
あ

る。
幽
霊
・
妖
怪
の
類
、
は
、
信
じ
る
者
も
信
じ
な
い
者
も
い
る
。
な
ぜ
か

と
言
え
ば
、
霊
は
基
本
的
に
は
見
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
見
え
る
と
言

う
人
々
に
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
も
鮮
明
に
見
え
る
と
主
張

す
る
こ
と
は
な
い
。
見
え
な
い
が
ゆ
え
に
正
体
が
掴
め
な
い
、
不
確
か

で
あ
る
が
ゆ
え
に
怖
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
逆
に
姿
を
与
え
て
し
ま
え

ば
、
そ
れ
が
恐
ろ
し
い
異
形
で
あ
っ
て
も
溶
ち
着
い
て
し
ま
、
つ
の
で
あ

る
。
可
視
的
な
も
の
な
ら
ば
、
見
慣
れ
る
こ
と
も
白
を
そ
む
け
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
。
不
可
視
な
も
の
は
、
い
つ
ま
で
も
不
安
定
な
ま
ま
受

け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
受
け
止
め
き
れ
な
い
も
の
を
遊
戯
化
す

る
の
は
不
可
能
で
あ
る
c

死
体
に
し
て
も
、
病
死
に
よ
る
死
人
な
ら
ば

と
も
か
く
、
変
死
体
は
平
凡
な
日
常
を
送
っ
て
い
る
人
々
が
目
に
す
る

機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
現
実
に
存
在
し
得
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
一

般
人
に
と
っ
て
は
概
念
上
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
お
化
け

屋
敷
の
死
体
は
、
幽
霊
同
様
想
像
の
具
現
化
と
言
え
る
c

お
化
け
屋
敷
は
、
人
間
の
想
像
に
そ
の
時
々
の
新
し
い
技
術
で
姿
を

与
え
る
こ
と
で
発
展
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
ど
れ
ほ
ど
現
実
的
に
見
え

よ
う
と
も
、
作
り
出
さ
れ
た
リ
ア
ル
さ
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
偽
物
と

い
う
意
味
で
は
な
い
。
心
の
中
に
あ
る
概
念
に
、
は
っ
き
り
と
し
た
形

を
与
え
る
作
業
、
流
動
的
な
想
像
を
あ
る
程
度
固
定
的
な
像
に
す
る
作

業
が
お
化
け
屋
敷
制
作
な
の
で
あ
る
)

主ム(
l
)
内
訳
屋
吉
兵
衛
。
初
代
士
n
兵
衛
は
異
様
に
日
が
大
き
か
っ
た
の
で
日
吉
と

呼
ば
れ
た
。
初
代
は
寺
院
建
築
等
の
彩
色
師
と
し
て
修
業
を
積
ん
だ

が
、
後
に
人
形
師
に
転
じ
た
c

二
代
目
は
初
代
の
弟
子
で
、
師
匠
以
上

の
名
人
と
評
判
で
あ
っ
た
。
変
死
人
・
化
物
人
形
を
手
掛
け
た
の
は
二

代
目
で
あ
る
。
二
代
目
は
見
世
物
の
他
、
怪
談
を
得
意
と
し
た
林
家
正

械
の
高
座
間
化
物
細
工
も
手
掛
け
て
い
る
。

(2)
斎
藤
月
山
今
『
武
江
年
表
』
嘉
永
三
年
(
一
八
問
八
)
刊

(3)
オ
イ
レ
ン
ブ
ル
ク
著
・
中
井
晶
夫
訳
『
オ
イ
レ
ン
ブ
ル
ク
日
本
遠
征

記
』
雄
松
堂
書
庖
二
九
六
九
年
一
月
)
引
用
部
は
第
四
章
。

(4)
中
川
童
二
『
ラ
ン
カ
イ
屋
一
代
わ
が
博
覧
会
一

O
O史
』
講
談
社

(
一
九
六
九
年
六
月
)

ラ
ン
カ
イ
尿
と
は
博
覧
会
屋
、
つ
ま
り
博
覧
会
を
取
り
仕
切
っ
た
個
人

あ
る
い
は
企
業
を
指
す
。
博
覧
会
を
企
画
・
立
案
す
る
プ
ラ
ン
ナ
ー
や

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、
建
築
や
内
装
を
請
け
負
う
建
設
会
社
や
デ
ザ
イ
ナ

ー
、
関
連
商
品
の
販
売
を
手
掛
け
る
小
売
業
者
、
現
場
で
興
行
を
行
う

香
具
師
等
ラ
ン
カ
イ
屋
の
職
種
は
広
範
囲
に
及
ぶ
コ
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(5)
愛
知
県
出
身
の
柏
木
商
川
本
友
吉
が
横
浜
野
毛
山
に
造
っ
た
庭
園
。

(6)
江
戸
川
乱
歩
『
悪
魔
の
紋
章
』
角
川
書
庖
(
一
九
七
一
二
年
六
月
)

こ
の
作
品
は
、
新
潮
社
『
日
の
出
』
に
昭
和
一
一
一
年
九
月
口
ち
か
ら
一
一
一
一

年一

O
号
ま
で
連
載
さ
れ
た
。

(7)
『
化
物
蝋
燭
』
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
請
求
記
号
・
文
庫
一

0

0

八

O
七

六

0
0
0四

Z
G
¥
¥司
君
司
君
己
若
山
田
包
山

田
円
甘
¥
宵

DHB路
町
与
百
貯
δ
員
持

0
8
¥
E持
OHO-Qggl只
歪
¥
旨
〈
世
間
同
ケ
百
己

(8)
朝
倉
無
声
補
校
『
増
訂
武
江
年
表
』
国
書
刊
行
会
大
正
元
年
二
九

一
二
)
刊

(9)
百

E売
さ

巾

ト
l
マ
ス
・
エ
ジ
ソ
ン
の
発
明
に
よ
る
映
画
を
見
る

装
置
。
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
写
す
る
の
で
は
な
く
、
装
置
を
覗
き
込
ん
で

映
像
を
み
る
た
め
、
ピ

l
プ
・
シ
ョ
!
と
も
呼
ば
れ
た
。
輸
入
さ
れ
た

年
の
二
月
に
神
戸
の
神
港
倶
楽
部
で
初
上
映
さ
れ
た
。
ス
ク
リ
ー
ン

映
写
型
の
シ
、
不
マ
は
翌
年
二
八
九
七
)
大
阪
と
京
都
で
初
上
映
が
行

わ
れ
て
い
る
。

(
叩
)
浅
草
花
や
し
き
の
「
お
化
け
屋
敷
」
は
昭
和
二
九
年
(
一
九
五
四
)
に

丸
山
工
芸
社
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
て
い
る
コ

n
h
U
 

F
h
d
 


