
井
上
円
了
の

「
妖
怪
学
」

二
十
一
世
紀
の
今
日
で
も
我
々
の
周
囲
に
は
、
縁
起
を
か
つ
ぎ
、
物
忌
み
が
あ
り
、

迷
信
に
従
う
者
が
多
く
い
る
。
亙
女
、
悪
魔
払
い
、
霊
界
と
の
交
信
を
信
ず
る
者
も
い

る。

T
V
や
新
聞
に
も
星
座
占
い
、
血
液
型
の
占
い
も
あ
る
。
そ
れ
ら
は
児
戯
に
等
し

い
と
さ
れ
る
限
り
で
は
大
禍
は
な
い
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
相
当
な
根
拠
な
く
そ
れ
ら

を
受
け
入
れ
る
姿
勢
を
強
く
す
る
に
至
る
と
き
問
題
は
深
刻
と
な
る
。
そ
れ
ら
を
何
の

根
拠
も
理
由
も
知
ら
ず
に
、
ま
た
そ
の
正
体
も
知
ら
ず
に
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
長
く
持

続
し
て
、
我
々
の
気
風
と
な
す
こ
と
に
問
題
が
あ
る
。
「
二
十
一
世
紀
」
の
語
に
代
え

て
、
「
文
明
開
化
の
時
代
」
を
入
れ
て
考
え
る
と
き
、
そ
れ
が
井
上
円
了
の
出
発
点
で
あ

る
。
円
了
は
、
そ
の
意
味
を
知
ら
ず
に
「
不
思
議
な
こ
と
」
と
し
て
受
け
入
れ
る
も
の

を
迷
信
を
含
め
て
包
括
的
に
「
妖
怪
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
生
み
出
す
の
は
、

単
に
不
思
議
と
し
て
無
知
の
ま
ま
に
放
置
す
る
探
究
心
の
欠
除
、
批
判
精
神
の
欠
除
で

あ
り
、
習
慣
に
従
っ
て
お
れ
ば
安
全
で
あ
る
と
す
る
心
情
で
あ
る
。
現
在
の
我
々
は
、

「
妖
怪
」
と
い
う
語
を
聞
く
と
き
、
醐
明
笑
を
以
っ
て
受
止
め
る
だ
ろ
う
が
、
円
了
に
と
っ

て
は
、
そ
れ
が
現
在
に
ま
で
生
き
続
け
る
そ
の
「
し
ぶ
と
き
」
が
問
題
で
あ
る
と
共
に
、

針

j青

人

生

そ
れ
を
育
ぐ
く
む
精
神
風
土
、
国
民
の
気
質
が
問
題
で
あ
る
。
果
し
て
日
本
人
は
文
明

人
た
り
得
る
の
か
、
で
あ
る
。
円
了
の
妖
怪
論
は
日
本
人
を
文
明
化
す
る
た
め
の
実
践

論
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
迷
信
退
治
を
含
む
円
了
の
社
会
啓
蒙
の
運
動
は
仏
教
改
良
に
よ
る

仏
教
再
興
の
た
め
に
も
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
仏
家
に
生
ま
れ
た
円
了
は
当
初

仏
教
教
育
を
受
け
て
い
た
が
、
内
心
仏
教
が
真
理
で
な
い
こ
と
を
知
り
、
「
顧
を
円
に
し

珠
を
手
に
し
て
世
人
と
相
対
す
る
は
一
身
の
恥
辱
」
と
す
ら
思
っ
て
お
り
、
廃
仏
段
釈

の
声
を
聞
く
に
及
ん
で
学
を
世
間
に
求
め
る
に
至
っ
た
と
い
う
。
そ
の
円
了
が
哲
学
を

学
ぶ
が
、
そ
の
哲
学
の
真
理
に
照
し
て
仏
教
を
見
る
と
き
、
「
そ
の
説
大
い
に
哲
理
に
合

す
る
を
」
知
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
に
お
い
て
円
了
は
「
仏
教
を
改
良
し
て
こ
れ
を
開
明

世
界
の
宗
教
と
な
さ
ん
こ
と
を
決
定
」
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
治
十
八
年

の
こ
と
で
あ
り
、
「
不
思
議
研
究
会
」
を
設
立
し
、

コ
ッ
ク
リ
研
究
を
開
始
し
た
と
き
で

も
あ
る
。

仏
教
の
改
良
を
企
図
す
る
の
は
、
仏
教
が
「
世
人
の
俗
事
に
偏
す
る
の
弊
あ
る
を
見

て
、
こ
れ
を
矯
正
せ
ん
と
す
る
の
事
情
」
(
同
書
三
四
五
頁
)
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
仏
教
改
良
の
必
要
は
単
に
仏
教
の
旧
弊
に
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
世
間
は
弊
習
も



井
上
円
了
の
「
妖
怪
学
」

問
題
で
あ
り
、
「
仏
教
を
日
本
に
再
興
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
ま
ず
そ
の
弊
習
を
改
良
」
(
同

三
四
八
頁
)
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
迷
信
退
治
と
関
わ
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
僧
侶
の
問
題
も
あ
る
。
「
顧
み
て
わ
が
僧
侶
の
内
情
を
察
す
る
に
、
そ
の
過
半
は

無
学
無
識
に
し
て
時
勢
を
知
ら
ず
、
無
資
無
産
に
し
て
生
計
に
苦
し
み
、
そ
の
仏
教
を

改
良
し
て
開
明
の
宗
教
と
な
す
あ
た
わ
ざ
る
は
必
然
の
勢
い
」
(
同
三
五
二
頁
)
で
あ

り
、
「
実
に
今
日
の
僧
侶
は
無
資
力
、
無
精
神
、
無
学
識
、
無
道
徳
の
極
に
達
し
た
り
と

称
し
て
可
」
(
同
三
五
三
頁
)

で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
円
了
は
、
「
断

然
仏
教
を
改
良
し
て
開
明
の
宗
教
に
な
さ
ん
こ
と
を
期
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
連

し
て
「
妖
怪
」
研
究
を
進
め
る
の
で
あ
る
。

円
了
に
と
っ
て
迷
信
と
は
除
去
さ
る
べ
き
も
の
、
合
理
的
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
解
消
さ
れ
得
る
筈
の
も
の
で
あ
る
。
除
去
、
解
消
さ
れ
得
る
も
の
は
「
仮
怪
」

と
呼
ば
れ
る
が
、
な
お
科
学
的
、
合
理
的
説
明
を
以
っ
て
し
で
も
一
掃
し
得
ず
「
不
思

議
」
と
し
て
残
る
も
の
が
あ
り
、
「
真
怪
」
と
呼
ば
れ
哲
学
の
対
象
と
な
る
と
さ
れ
る
。

円
了
は
、
『
哲
学
一
タ
話
』
「
哲
学
要
領
前
後
編
』
に
よ
っ
て
哲
学
者
と
し
て
名
を
馳

せ
る
と
と
も
に
、
『
真
理
金
針
』
に
よ
っ
て
排
耶
論
者
、
ま
た
『
仏
教
活
論
序
論
』
に

よ
っ
て
仏
教
再
興
論
者
と
し
て
も
著
名
で
あ
っ
た
が
、
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
『
妖
怪

玄
談
』
『
妖
怪
学
講
義
』
に
よ
っ
て
「
お
化
け
博
士
」
と
し
て
も
著
名
と
な
っ
た
。
そ
の

後
、
円
了
は
日
本
倫
理
学
者
、
哲
学
館
設
立
に
よ
っ
て
教
育
者
と
し
て
も
著
名
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
は
何
れ
も
円
了
の
活
動
範
囲
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
全
体
と
し
て
見
れ

ば
円
了
の
向
っ
た
の
は
啓
蒙
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

円
了
が
「
妖
怪
学
」
に
托
し
た
こ
と
は
、
迷
信
、
迷
誤
の
一
掃
で
あ
り
、
迷
信
の
打

破
と
い
う
社
会
啓
蒙
に
あ
る
。
妖
怪
学
の
体
系
化
を
な
し
た
「
妖
怪
学
講
義
』
は
哲
学

館
の
講
義
録
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
(
明
治
二
十
六
年
1
二
十
七
年
)
が
、
迷
信
打
破
を

広
く
世
間
に
広
め
る
の
に
功
献
す
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
り
、
「
固
定
教
科
書
中
に
『
迷
信

退
治
』
『
迷
信
に
陥
る
な
』
の
課
を
掲
げ
る
に
至
り
し
も
亦
井
上
先
生
の
影
響
に
よ
る
も

の
」
と
評
価
さ
れ
て
、
天
覧
の
栄
に
浴
し
、
参
百
円
の
思
賜
金
を
授
与
さ
れ
た
と
こ
ろ

(
2
)
 

で
あ
る
(
明
治
三
十
年
八
月
二
十
八
日
)

0

円
了
が
妖
怪
研
究
を
始
め
た
の
は
東
京
大
学
在
学
中
の
明
治
十
七
年
夏
で
あ
り
、

「
其
後
此
研
究
の
講
学
上
必
要
な
る
理
由
を
陳
べ
て
東
京
大
学
中
に
其
講
究
所
を
設
置

せ
ら
れ
ん
こ
と
を
建
議
し
た
る
こ
と
あ
り
之
と
同
時
に
同
志
を
誘
導
し
て
大
学
内
に
不

(3) 

思
議
研
究
会
を
開
設
」
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
呼
び
か
け
に
賛
同
し
て
入
会
し
た
者
に
、

コ
一
宅
雄
二
郎
、
田
中
館
愛
橘
、
箕
作
一
冗
八
、
吉
武
栄
之
進
、
坪
井
次
郎
、
坪
井
正
五
郎
、

沢
井
康
、
福
家
梅
太
郎
、
棚
橋
一
郎
、
佐
藤
勇
太
郎
、
坪
内
雄
蔵
、
の
名
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。

彼
ら
に
共
通
す
る
時
代
認
識
は
、
明
治
維
新
が
未
完
あ
る
い
は
途
上
に
あ
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
円
了
に
つ
い
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
「
余
常
に
以
為

ら
く
吾
邦
明
治
の
鴻
業
一
半
既
に
成
り
て
一
半
未
た
成
ら
す
、
政
治
上
の
革
新
既
に
去

り
て
、
道
徳
上
の
革
新
未
た
来
ら
す
と
、
方
今
天
下
法
律
愈
々
密
に
し
て
道
徳
日
に
衰

へ
、
郷
曲
無
頼
の
徒
名
を
壮
士
に
藷
り
、
以
て
良
民
を
虐
す
る
も
の
あ
り
、
不
学
不
術

横
に
時
事
を
議
し
、
論
議
陰
険
到
ら
さ
る
な
く
、
居
然
政
事
家
を
以
て
任
す
る
も
の
あ

り
、
黄
口
少
年
乳
臭
未
た
乾
か
す
、
僅
か
に
数
巻
の
西
籍
を
読
み
、
生
呑
活
剥
、
倣
然

学
者
を
以
て
居
る
も
の
あ
り
、
利
を
貧
て
厭
く
な
き
も
の
あ
り
、
節
義
の
風
廉
恥
の
俗

蕩
然
地
を
掃
ふ
畳
一
大
革
新
な
く
し
て
可
な
ら
ん
や
、
而
し
て
之
を
革
新
す
る
の
道
、

教
育
宗
教
を
舎
で
将
た
何
れ
に
か
求
め
ん
、
是
れ
余
が
宗
教
界
に
生
を
菓
け
な
か
ら
身

を
教
育
海
に
投
」
じ
た
理
由
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

日
本
の
近
代
化
を
進
め
る
に
は
、
何
よ
り
も
教
育
、
宗
教
の
近
代
化
を
推
進
す
る



「
第
二
の
草
命
」
が
必
要
で
あ
る
。
円
了
が
こ
の
こ
と
を
痛
感
す
る
の
も
世
間
の
人
々
に

は
「
心
中
の
迷
雲
智
日
の
光
を
隠
す
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ず

る
迷
信
の
除
去
す
る
必
要
を
痛
感
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
い
う
な
ら
ば
、
「
今
日
の

文
明
は
有
形
上
器
械
的
の
進
歩
に
し
て
無
形
上
精
神
的
の
発
達
に
あ
ら
す
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
と
、
円
了
が
い
う
の
も
、
庶
民
は
な
お
依
然
と
し
て
「
迷
裏
に
訪
僅
」
し

て
い
る
実
情
が
あ
る
と
認
め
る
か
ら
で
あ
る
。

文
明
開
化
の
世
と
い
わ
れ
な
が
ら
、
世
人
は
な
迷
信
、
迷
誤
に
取
り
か
こ
ま
れ
て
い

る
。
迷
信
の
最
た
る
も
の
が
「
妖
怪
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
不
思
議
研
究
会
」
で
の

成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
「
妖
怪
玄
談
』
は
、
「
妖
怪
学
」
研
究
関
連
書
の
最
初
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
庶
民
の
妄
信
よ
り
生
じ
る
弊
害
が
大
き
い
の
で
、
「
学
術
上
其
理
を
明

ら
か
に
し
て
世
人
の
惑
を
開
く
」
こ
と
こ
そ
「
文
明
の
進
歩
上
必
要
な
る
事
」
と
し
て
、

啓
蒙
を
目
的
と
し
た
迷
信
打
破
の
た
め
の
、
迷
信
の
基
礎
研
究
を
進
め
る
も
の
で
あ
っ

た
。
迷
信
は
、
「
そ
う
で
な
い
事
は
信
じ
て
は
い
る
が
、
理
解
す
る
所
以
を
知
ら
ぬ
の

で
、
『
妖
怪
不
思
議
の
一
種
』
」
と
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
か

ら
す
れ
ば
、
迷
信
は
何
時
の
世
に
も
存
在
す
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
「
世
の
古
今
を

間
わ
ず
宇
宙
物
心
の
諸
象
中
普
通
の
道
理
を
以
て
解
釈
す
可
ら
さ
る
者
あ
り
之
を
妖
怪

と
云
ひ
或
は
不
思
議
と
称
す
」
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
「
数
多
の
種
類
」
が

あ
る
が
、
二
つ
に
大
別
し
得
る
。
そ
の
一
つ
は
外
界
よ
り
生
ず
る
も
の
で
、
そ
の
二
は

内
界
に
発
す
る
も
の
で
、
内
界
に
発
す
る
も
の
は
「
他
人
の
媒
介
を
経
て
殊
更
に
行
な

う
も
の
と
、
自
己
の
身
心
の
上
に
自
然
に
発
す
る
も
の
」
に
区
分
さ
れ
る
。
こ
れ
を
図

一
不
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
る
。

井
上
円
了
の
「
妖
怪
学
」

妖
a陸

F一一ーへ一一一、
内外
界そ界
にのに
発他発
すのす
る'怪る
も異も
の)の

第

種
の
例

幽
霊
、
狐
狸
、
天
狗
、
大
神
、
崇
り
、

「
他
人
の
媒
介
に
よ
る
も
の
(
第
二
種
。
亙
硯
、
神
下
し
、
人
相
見
、
墨
色
、

一
卜
盤
、
祈
祷
、
催
眠
等
)

一
自
己
の
身
心
の
内
に
発
す
る
も
の
(
第
三
種
。
夢
、
夜
行
、
神
知
、
再
生
、

癒
狂
、
そ
の
他
の
精
神
病
)

こ
こ
に
い
わ
れ
る
「
外
界
」
と
は
目
前
の
物
質
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
「
内
界
」
と
は

自
己
の
身
体
内
の
心
性
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
夢
、
夜
行
等
は
心
性
の
変
動
か
ら
生
じ

た
も
の
で
あ
る
。
亙
硯
、
神
下
し
等
も
心
性
作
用
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
内
界
に
属

す
る
。こ

の
よ
う
な
妖
怪
の
原
因
の
解
釈
は
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
の
は
「
賢
愚
時
代
に
よ

り
て
同
じ
か
ら
さ
る
」
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
古
代
に
あ
っ
て
は
、
万
物
は

各
々
「
霊
」
を
有
し
奇
異
の
作
用
を
現
す
と
信
じ
て
お
り
、
万
物
の
外
に
一
種
霊
妙
の

体
が
別
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
物
理
の
規
則
に
照
ら
し
て
そ
の
原
因
を
明
ら
か
に

し
得
ぬ
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
一
身
重
我
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、

一
身
に

様
の
我
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
の
我
は
一
方
に
、
他
の
我
は
他
方
に
出
入
り
し
て
奇
異
の

作
用
を
生
ず
る
の
だ
と
信
じ
て
、
さ
ら
に
そ
れ
以
上
原
因
を
問
う
こ
と
は
な
い
の
だ
と

、‘‘，
o

lv
、Jdし

か
し
、
人
智
が
進
む
に
従
い
、
万
物
の
外
に
霊
妙
な
体
を
認
め
、
媒
介
ま
た
は
感

通
に
よ
っ
て
奇
異
が
生
ず
る
と
解
す
る
に
至
っ
て
い
る
が
、
物
理
の
規
則
に
照
ら
し
て

そ
の
原
因
を
証
明
す
る
に
至
つ
て
は
い
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
今
日
に
至
っ
て
は

物
理
化
学
の
規
則
に
照
ら
し
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
知
り
、
初
め
て
「
普
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通
の
道
理
」
に
基
い
て
解
釈
を
下
す
よ
う
に
な
っ
た
と
云
わ
れ
る
。

時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
妖
怪
の
解
釈
は
大
略
コ
一
時
期
に
区
分
し
得
る
と
円
了
は
い

、っ。
第
一
の
時
期
。
万
物
各
体
の
内
に
存
す
る
他
体
に
そ
の
原
因
を
帰
す
る
時
期
で
あ

る
第
二
の
時
期
。
万
物
各
体
の
外
に
存
す
る
天
神
に
そ
の
原
因
を
帰
す
る
時
期
。

第
三
の
時
期
。
天
地
自
然
の
規
則
に
そ
の
原
因
を
帰
す
る
時
期
で
あ
る
。

こ
の
内
、
第
一
二
の
時
期
の
解
釈
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
原
因
を
考
え
る
と
コ
一
つ
に
区

分
さ
れ
る
。

第
一
の
原
因
は
、
外
界
一
方
よ
り
起
る
も
の
、

第
二
の
原
因
は
、
内
界
一
方
よ
り
起
る
も
の
、

第
三
の
原
因
は
、
内
外
両
界
相
合
し
て
起
る
も
の
。

第
一
の
原
因
に
属
す
る
例
は
、
狐
火
、
鬼
火
、
屡
気
棲
等
で
、
物
理
化
学
的
な
変
化

の
作
用
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
属
す
る
例
は
、
夢
、
癒
狂
、
幽
霊
、

催
眠
の
よ
う
な
精
神
作
用
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
の
原
因
に
属
す
る
も

の
は
、
ト
輩
、
予
言
、
神
知
等
で
、
外
界
の
事
情
と
内
界
の
精
神
作
用
が
相
合
し
て
生

ず
る
も
の
で
あ
る
。
世
の
中
で
「
妖
怪
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
大
抵
こ
の
第
三
種
の
内

外
両
界
の
相
合
し
て
生
ず
る
も
の
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
外
界
一
方
か
ら
生
ず
る
狐

火
、
鬼
火
の
よ
う
な
も
の
も
精
神
作
用
が
こ
れ
に
加
わ
っ
て
お
り
奇
怪
さ
を
増
し
、
内

界
一
方
よ
り
起
る
夢
の
よ
う
な
も
の
も
脳
髄
を
組
成
す
る
物
質
の
事
情
に
よ
っ
て
の
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
他
種
々
の
外
界
の
誘
因
が
あ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
り
、
外
界
の
事
情

四

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
妖
怯
は
大
抵
内
外
両
界
の
相
合
し
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
例

え
ば
、
ト
輩
、
予
言
は
こ
の
種
の
も
の
で
あ
る
。
あ
る
人
の
将
来
を
卜
す
る
に
当
っ
て

そ
の
人
の
平
素
の
性
質
、
品
行
、
学
芸
、
名
望
、
そ
の
一
家
の
関
係
、
杜
会
の
有
様
等

の
諸
事
情
を
考
察
す
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
将
来
の
吉
凶
禍
福
を
卜
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
の
で
、
ト
筆
者
又
は
予
言
者
は
こ
れ
ら
の
事
情
を
酌
量
し
て
そ
の
将
来
を
告
げ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
外
界
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
卜
筆
者
や
予
一
言

者
の
語
る
こ
と
を
聞
く
者
は
そ
れ
を
信
ず
る
こ
と
が
深
け
れ
ば
ま
す
ま
す
そ
の
卜
定
に

誤
り
の
な
い
こ
と
を
信
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
所
謂
「
信
仰
心
」
と
も
い
う
べ
き
内

界
の
作
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

円
了
が
、
不
思
議
研
究
会
に
お
い
て
研
究
調
査
し
た
も
の
を
『
妖
怪
玄
談
』
に
お
い

て
論
じ
た
の
は
「
コ
ッ
ク
リ
(
狐
狗
狸
、
告
理
)
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
コ
ッ
ク
リ
」

は
明
治
十
八
年
頃
か
ら
民
間
に
大
流
行
し
た
一
種
の
占
い
で
あ
り
、
「
吉
凶
禍
福
細
大

の
事
」
に
至
る
全
て
を
ト
箪
可
能
と
信
ず
る
者
が
多
く
弊
害
が
生
じ
、
官
権
に
よ
っ
て

禁
止
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
流
行
は
止
む
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
元
々
、

「
コ
ッ
ク
リ
」
は
児
女
の
遊
戯
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
、
妻
女
に
情
人
が
い
る
か
と

か
、
病
人
の
死
の
日
時
を
問
う
に
至
っ
て
は
単
な
る
遊
び
の
域
を
超
え
て
、
弊
害
も
大

き
く
な
っ
た
の
で
、
円
了
は
「
コ
ッ
ク
リ
」
を
迷
信
の
最
た
る
も
の
と
し
て
取
り
あ
げ
、

世
人
の
惑
を
解
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

先
ず
円
了
は
、
「
コ
ッ
ク
リ
」
が
何
時
頃
か
ら
流
行
し
始
め
、
流
行
が
広
ま
る
跡
と
地

域
、
そ
の
や
り
方
、
ど
の
よ
う
な
人
が
信
じ
や
す
い
か
、
等
の
情
報
を
各
地
に
求
め
、

「
其
始
め
て
起
り
し
地
は
一
旦
州
下
回
」
で
あ
る
と
推
定
し
、
そ
れ
が
各
地
に
波
及
し
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
米
国
の
難
破
船
が
も
た
ら
し
た
も
の
、
す



な
わ
ち
「
西
洋
よ
り
伝
来
し
た
る
も
の
」
と
論
定
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
「
コ
ッ
ク
リ
」

の
原
形
は
西
洋
の
「
テ
イ
ブ
ル
ト
l
キ
ン
グ
」
で
あ
り
、
不
覚
作
用
(
自
動
作
用
、
反

射
作
用
)
と
連
想
、
予
期
意
向
に
よ
っ
て
説
明
し
得
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
「
コ
ッ
ク
リ

は
妖
怪
の
一
種
に
し
て
道
理
を
以
て
証
明
す
べ
か
ら
さ
る
も
の
と
な
る
か
如
き
も
の
に

あ
ら
す
」
と
結
論
し
た
の
で
あ
る
。
円
了
が
こ
こ
で
と
っ
た
方
法
は
多
く
の
情
報
を
集

め
、
そ
れ
を
分
析
し
、
論
理
的
に
結
論
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
世
に
い
わ
れ
る
「
妖
怪
」
の
意
味
は
莫
然
と
し
て
お
り
捉
え
難
い
と
こ
ろ

が
あ
る
が
、
人
は
こ
れ
を
幽
霊
、
天
狗
、
狐
狸
、
患
依
す
る
も
の
等
に
関
連
し
て
述
べ

る
が
、
こ
れ
ら
は
「
妖
怪
の
現
象
」
で
あ
り
、
妖
怪
そ
の
も
の
の
解
釈
に
つ
い
て
は
定

説
は
な
い
、
と
円
了
は
い
う
。
確
か
に
、
不
思
議
、
異
常
、
変
態
と
解
釈
す
る
者
も
い

る
が
、
そ
の
と
き
不
思
議
、
異
常
と
は
何
か
が
な
お
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で

あ
る
。
一
般
に
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
普
通
の
智
識
に
て
知
る
へ
か
ら
す
尋
常
の
道

理
に
て
究
む
へ
か
ら
さ
る
も
の
」
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
普
通
の

知
日
識
、
尋
常
の
道
理
と
は
何
か
の
標
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
円
了
に
と
っ
て
「
妖
怪
学
」
を
立
て
た
の
は
、
智
識
、
道
理
に
よ
っ
て
迷
信

を
一
掃
し
た
後
に
浮
上
す
る
「
真
怪
」
を
論
ず
る
た
め
で
あ
る
。
普
通
の
智
識
、
尋
常

の
道
理
で
以
っ
て
し
て
は
、
了
解
も
究
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
を
「
妖
怪
」
と
一

般
に
い
う
が
、
こ
れ
を
不
思
議
、
不
可
知
的
と
断
定
す
れ
ば
こ
れ
を
研
究
す
る
こ
と
は

最
早
な
い
。
可
知
的
と
す
る
と
き
更
に
種
々
の
疑
問
も
生
じ
、
こ
れ
に
説
明
を
与
え
よ

う
と
し
て
、
研
究
も
進
め
ら
れ
る
。
そ
れ
が
結
果
的
に
は
迷
信
、
妖
怪
を
一
掃
す
る
こ

と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

無
知
、
無
学
な
る
者
は
何
を
見
て
も
そ
の
理
を
知
ら
ぬ
の
で
事
々
物
々
は
妖
怪
と
な

る
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
知
識
人
学
者
は
、
世
人
の
知
り
得
ぬ
も
の
を
知
る

井
上
円
了
の
「
妖
怪
学
」

の
で
、
世
人
が
妖
怪
と
呼
ぶ
も
の
も
妖
怪
で
は
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し

妖
怪
が
全
く
存
在
し
な
い
と
い
う
の
は
学
者
の
妄
見
で
あ
る
と
も
い
う
。
何
故
な
ら
そ

れ
は
一
種
の
新
ら
し
い
妄
見
を
生
み
出
す
か
ら
で
あ
る
。
所
謂
元
素
は
何
か
ら
或
る

か
、
無
限
の
空
間
と
は
何
か
。
こ
れ
ら
は
結
局
の
と
こ
ろ
人
知
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な

い
の
で
、
「
真
怪
」
(
真
正
の
妖
怪
)
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
妖
怪
を
一
掃
す
る
の

が
科
学
な
ら
ば
、
真
怪
(
理
怪
)
を
解
明
す
る
の
は
哲
学
で
あ
り
、
「
妖
怪
学
」
の
目
的

と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

円
了
に
よ
れ
ば
、
真
怪
の
名
に
価
す
る
の
は
、
「
自
生
自
存
独
立
独
行
霊
々
活
々
の
真

体
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
老
子
は
「
無
名
」
、
孔
子
は
「
天
」
、
易
は
「
太
極
」
、
釈
迦
は

「
真
如
」
「
法
性
」
「
仏
」
、
耶
蘇
は
「
天
帝
」
、
我
が
固
で
は
「
神
」
と
い
う
が
、
「
皆
其

体
の
一
面
に
与
ふ
る
仮
名
に
過
ぎ
ず
」
と
い
い
、
円
了
も
こ
れ
を
「
理
想
」
と
呼
ぶ
が
、

何
れ
も
「
一
部
分
の
形
容
」
で
し
か
な
い
。
「
有
限
性
の
名
を
以
て
無
限
性
の
体
を
顕
」

わ
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
有
限
性
の
名
称
を
階
梯
と
し
て
其
裏
面
に
包
有
せ
る
無

限
性
を
感
知
領
得
す
る
こ
と
」
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
。

自
然
を
よ
く
よ
く
観
、
よ
く
よ
く
察
す
る
と
き
、
「
一
種
高
速
玄
妙
の
感
想
を
喚
起
」

す
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
理
想
の
光
景
に
感
接
し
た
と
き
で
あ
る
。
こ
の
と
き

こ
の
世
界
が
理
想
世
界
で
あ
る
こ
と
を
了
知
し
た
後
で
、
再
び
万
有
を
観
れ
ば
全
て
は

理
想
の
真
景
実
相
で
あ
る
こ
と
を
領
得
し
得
ょ
う
。
こ
れ
が
所
謂
「
哲
学
的
悟
道
」
で

あ
る
。
こ
こ
に
於
い
て
理
想
に
本
体
と
現
象
の
別
が
あ
る
こ
と
を
知
り
得
る
。
物
心
万

有
は
現
象
で
あ
り
、
現
象
は
影
の
よ
う
に
本
体
か
ら
離
れ
得
な
い
。
万
有
を
推
究
し
て

体
に
達
す
る
な
ら
ば
理
想
に
接
触
し
得
ょ
う
、
あ
る
い
は
理
想
の
体
を
悟
了
し
て
眼
前

の
世
界
を
照
観
す
る
な
ら
ば
写
々
物
々
の
内
に
理
想
を
感
見
す
る
は
ず
で
あ
る

o

理
想

の
真
相
は
外
界
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
理
想
の
本
体
は
宇
宙
、
外
界
を
統
轄
す

五
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ム

ノ、

る
無
限
絶
対
の
体
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
世
界
に
物
心
と
し
て
現
象
す
る
。
人
の
体
は

物
心
の
二
つ
か
ら
成
る
の
を
知
る
と
き
、
物
心
の
二
者
は
理
想
の
現
象
に
他
な
ら
ぬ
こ

と
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
想
の
世
界
に
生
ま
れ
な
が
ら
一
生
そ
の
真
相
を
観
見
し

な
い
も
の
も
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
理
を
人
に
示
す
の
が
「
妖
怪
」
研
究
の
目
的
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
仮
怪
を
一
掃
し
て
真
怪
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

妖
怪
の
説
明
は
哲
学
の
道
理
に
よ
る
の
で
あ
る
が
物
怪
の
説
明
は
理
学
に
よ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
人
身
に
関
わ
る
も
の
は
医
学
の
解
釈
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
こ
こ
に
お
い
て
円
了
は
諸
学
科
に
よ
っ
て
説
明
を
与
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

+
主

(
1
)
『
仏
教
活
論
序
論
』
明
治
二
十
年

参
照
。

(
2
)
『
東
洋
大
学
五
十
年
史
』
東
洋
大
学
昭
和
十
二
年
、
お
よ
び
「
学
祖
井
上
円
了
先
生
略

伝
・
語
録
』
京
北
学
園
昭
和
二
十
二
年
二
コ
一
頁
。
こ
の
恩
賜
金
を
基
礎
と
し
て
義

損
金
を
加
え
て
、
京
北
尋
常
中
学
校
を
設
立
し
た
。

(
3
)
『
妖
怪
学
講
義
」
一
九
真
。

(
4
)
同
前
三
一
頁
。

(
5
)
不
思
議
庵
井
上
円
了
著

哲
学
書
院

「
井
上
円
了
選
集
第
三
巻
」
一
二
三
六
頁

哲
学
書
院

明
治
二
十
年
。


