
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
作

“
C
h
i
n
-
c
h
i
n
K
o
b
a
k
a
m
a

│

T
h
e
F
a
i
r
i
e
s
o
f
t
h
e
F
l
o
o
r
-
B
o
a
r
d
s
”

と
新
作
狂
言
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂

牧

野

陽

子

一
︑
縮
緬
本
シ
リ
ー
ズ

二
︑
ハ
ー
ン
の

“
C
h
i
n
-
c
h
i
n
K
o
b
a
k
a
m
a

│

T
h
e
F
a
i
r
i
e
s
o
f
t
h
e
F
l
o
o
r
-
B
o
a
r
d
s
”

三
︑
原
話

四
︑
ハ
ー
ン
﹁
ひ
ま
わ
り
﹂

五
︑
新
作
狂
言
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
再
話
作
品
の
な
か
に
は
︑
﹁
雪
女
﹂
や
﹁
む
じ
な
﹂
な
ど
︑
半
分
創
作
で
あ
り
な
が
ら
︑
あ
た
か
も

元
か
ら
そ
の
よ
う
な
民
話
や
伝
説
が
日
本
に
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
定
着
し
た
も
の
が
あ
る
︒
一
方
︑
ハ
ー
ン
に
触
発
さ
れ
︑
そ
の
作

品
を
素
材
に
し
た
二
次
創
作
も
当
然
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
生
み
出
さ
れ
て
き
た
︒
小
説
の
み
な
ら
ず
演
劇
︑
オ
ペ
ラ
や
歌
曲
︑
ピ
ア
ノ

─184 ─(49)



曲
に
ハ
ー
ン
の
作
品
が
素
材
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
︒
い
わ
ば
︑
ハ
ー
ン
の
再
話
が
さ
ら
に
再
話
の
対
象
と
な
っ
て
い
く
わ
け
で
︑

時
に
予
想
外
の
変
貌
を
見
せ
る
こ
と
も
あ
る
︒

た
と
え
ば
︑
縮
緬
和
紙
の
絵
本
と
し
て
東
京
で
出
版
さ
れ
た
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴

│

畳
の
精
の
話
﹂
︵“

C
h
i
n
-
c
h
i
n
K
o
b
a
k
a
m
a

│

T
h
e
F
a
i
r
i
e
s
o
f
t
h
e
F
l
o
o
r
-
B
o
a
r
d
s
”

長
谷
川
弘
文
社
刊
︑
明
治
三
十
六
年
︵
一
九
〇
三
︶
︶
︵
図

︶
は
︑
最
近
︑
狂
言
と
な
っ
て
上
演
さ
れ
た
︒

�

茂
山
千
五
郎
家
に
よ
る
新
作
狂
言
︑
﹁
千
作
千
五
郎
の
会

第
三
回
公
演

イ
ェ
イ
ツ
と
八
雲
に
愛
さ
れ
た
狂
言
﹂
︵
二
〇
一
七
年
︑

二
〇
一
八
年
再
演
︶
で
の
こ
と
で
あ
る
︒
ハ
ー
ン
の
作
品
が
想
像
力
を
刺
激
し
つ
つ
伝
播
し
て
い
く
ひ
と
つ
の
例
と
い
え
る
︒
原
話

で
あ
る
日
本
の
古
い
伝
承
が
︑
ハ
ー
ン
に
ど
の
よ
う
に
再
話
さ
れ
︑
さ
ら
に
そ
の
再
話
が
︑
ど
の
よ
う
な
狂
言
作
品
へ
と
姿
を
変
え

た
の
か
︑
そ
の
連
鎖
を
み
て
い
こ
う
︒

一
︑
縮
緬
本
シ
リ
ー
ズ

﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
は
︑
子
供
向
け
の
易
し
い
英
文
で
つ
づ
ら
れ
た
日
本
の
昔
話
で
︑
怠
け
も
の
の
姫
が
嫁
ぎ
先
で
︑
使
っ
た
爪

楊
枝
を
始
末
す
る
の
も
面
倒
が
っ
て
畳
の
間
に
押
し
込
ん
で
い
た
と
こ
ろ
︑
夫
の
留
守
中
︑
深
夜
に
歌
い
踊
る
侍
姿
の
小
人
た
ち
に

悩
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
帰
っ
て
き
た
夫
が
そ
の
小
人
た
ち
を
退
治
す
る
と
︑
実
は
爪
楊
枝
の
化
身
だ
っ
た
こ
と
か
ら
妻
の
無

精
が
ば
れ
て
︑
夫
に
叱
ら
れ
る
と
い
う
話
で
あ
る
︒

こ
の
小
品
は
︑
日
本
で
絵
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
た
め
か
︑
ア
メ
リ
カ
で
出
た
最
初
の
ハ
ー
ン
全
集
︵
一
九
二
二
︶
全
十
六
巻

(

)
に

�

は
入
っ
て
い
な
い
︒
だ
が
落
合
貞
三
郎
・
大
谷
正
信
・
田
部
隆
次
訳
﹃
小
泉
八
雲
全
集
﹄
︵
全
十
七
巻
︑
第
一
書
房
︑
一
九
二
六
年
︶
に

は
邦
訳
が
収
め
ら
れ
︑
そ
の
後
︑
現
在
で
は
一
般
の
日
本
民
話
集
や
︑
テ
レ
ビ
の
﹁
マ
ン
ガ
日
本
昔
話
﹂
な
ど
に
も
取
り
上
げ
ら
れ

て
︑
あ
る
程
度
︑
粗
筋
は
知
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
︒

一
方
︑
美
し
く
希
少
な
縮
緬
本
と
し
て
も
珍
重
さ
れ
て
き
た
︒
縮
緬
本
と
は
︑
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
︑
縮
緬
状
に
加
工

さ
れ
た
和
紙
に
︑
木
版
で
手
刷
り
し
て
︑
絹
糸
で
綴
じ
た
︑
外
国
語
の
小
型
の
絵
本
の
こ
と
で
あ
る

(

)
︒
長
谷
川
弘
文
社
の
長
谷
川
武

2

次
郎
が
中
心
と
な
り
︑
英
文
の
﹃
日
本
昔
噺
シ
リ
ー
ズ
﹄(

J
a
p
a
n
e
s
e
F
a
i
r
y
T
a
l
e
S
e
r
i
e
s
)

全
二
十
巻
︵
明
治
十
八
年
︵
一
八
八
五
︶
か
ら
明

治
二
十
五
年
︶
を
皮
切
り
に
︑
日
本
の
生
活
情
景
を
歳
時
記
風
に
描
い
た
も
の
や
︑
日
本
の
景
色
を
配
し
た
小
さ
な
カ
レ
ン
ダ
ー
︑

日
本
の
詩
歌
︑
童
歌
集
な
ど
を
次
々
と
刊
行
し
た

(

)
︒
こ
れ
ら
の
本
は
︑
柔
ら
か
い
縮
緬
和
紙
の
質
感
に
加
え
︑
小
林
永
濯
︑
鈴
木
華

3

邨
︑
新
井
芳
宗
︑
川
端
玉
章
な
ど
の
日
本
画
家
が
担
当
し
た
多
色
刷
り
の
挿
絵
の
魅
力
に
よ
っ
て
︑
土
産
物
と
し
て
︑
あ
る
い
は
小

“Chin-chin Kobakama─ The Fairies of the Floor-Boards” と新作狂言「ちんちん小袴｣
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曲
に
ハ
ー
ン
の
作
品
が
素
材
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
︒
い
わ
ば
︑
ハ
ー
ン
の
再
話
が
さ
ら
に
再
話
の
対
象
と
な
っ
て
い
く
わ
け
で
︑

時
に
予
想
外
の
変
貌
を
見
せ
る
こ
と
も
あ
る
︒

た
と
え
ば
︑
縮
緬
和
紙
の
絵
本
と
し
て
東
京
で
出
版
さ
れ
た
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴

│

畳
の
精
の
話
﹂
︵“

C
h
i
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c
h
i
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K
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b
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k
a
m
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h
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a
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o
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h
e
F
l
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o
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o
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r
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s
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長
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文
社
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明
治
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十
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年
︵
一
九
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三
︶
︶
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︶
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︑
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近
︑
狂
言
と
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っ
て
上
演
さ
れ
た
︒

�

茂
山
千
五
郎
家
に
よ
る
新
作
狂
言
︑
﹁
千
作
千
五
郎
の
会

第
三
回
公
演
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ツ
と
八
雲
に
愛
さ
れ
た
狂
言
﹂
︵
二
〇
一
七
年
︑

二
〇
一
八
年
再
演
︶
で
の
こ
と
で
あ
る
︒
ハ
ー
ン
の
作
品
が
想
像
力
を
刺
激
し
つ
つ
伝
播
し
て
い
く
ひ
と
つ
の
例
と
い
え
る
︒
原
話

で
あ
る
日
本
の
古
い
伝
承
が
︑
ハ
ー
ン
に
ど
の
よ
う
に
再
話
さ
れ
︑
さ
ら
に
そ
の
再
話
が
︑
ど
の
よ
う
な
狂
言
作
品
へ
と
姿
を
変
え

た
の
か
︑
そ
の
連
鎖
を
み
て
い
こ
う
︒

一
︑
縮
緬
本
シ
リ
ー
ズ

﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
は
︑
子
供
向
け
の
易
し
い
英
文
で
つ
づ
ら
れ
た
日
本
の
昔
話
で
︑
怠
け
も
の
の
姫
が
嫁
ぎ
先
で
︑
使
っ
た
爪

楊
枝
を
始
末
す
る
の
も
面
倒
が
っ
て
畳
の
間
に
押
し
込
ん
で
い
た
と
こ
ろ
︑
夫
の
留
守
中
︑
深
夜
に
歌
い
踊
る
侍
姿
の
小
人
た
ち
に

悩
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
帰
っ
て
き
た
夫
が
そ
の
小
人
た
ち
を
退
治
す
る
と
︑
実
は
爪
楊
枝
の
化
身
だ
っ
た
こ
と
か
ら
妻
の
無

精
が
ば
れ
て
︑
夫
に
叱
ら
れ
る
と
い
う
話
で
あ
る
︒

こ
の
小
品
は
︑
日
本
で
絵
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
た
め
か
︑
ア
メ
リ
カ
で
出
た
最
初
の
ハ
ー
ン
全
集
︵
一
九
二
二
︶
全
十
六
巻

(

)
に

�

は
入
っ
て
い
な
い
︒
だ
が
落
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貞
三
郎
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大
谷
正
信
・
田
部
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訳
﹃
小
泉
八
雲
全
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﹄
︵
全
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巻
︑
第
一
書
房
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一
九
二
六
年
︶
に

は
邦
訳
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収
め
ら
れ
︑
そ
の
後
︑
現
在
で
は
一
般
の
日
本
民
話
集
や
︑
テ
レ
ビ
の
﹁
マ
ン
ガ
日
本
昔
話
﹂
な
ど
に
も
取
り
上
げ
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れ

て
︑
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る
程
度
︑
粗
筋
は
知
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れ
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る
と
い
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て
い
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だ
ろ
う
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一
方
︑
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く
希
少
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縮
緬
本
と
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て
も
珍
重
さ
れ
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た
︒
縮
緬
本
と
は
︑
明
治
か
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昭
和
初
期
に
か
け
て
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縮
緬
状
に
加
工

さ
れ
た
和
紙
に
︑
木
版
で
手
刷
り
し
て
︑
絹
糸
で
綴
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た
︑
外
国
語
の
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型
の
絵
本
の
こ
と
で
あ
る
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︒
長
谷
川
弘
文
社
の
長
谷
川
武
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次
郎
が
中
心
と
な
り
︑
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文
の
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日
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︵
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︶
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︑
日
本
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を
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記
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や
︑
日
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の
景
色
を
配
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た
小
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カ
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︑

日
本
の
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歌
︑
童
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集
な
ど
を
次
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と
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行
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た

(
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こ
れ
ら
の
本
は
︑
柔
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か
い
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緬
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の
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感
に
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え
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小
林
永
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︑
鈴
木
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宗
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ど
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日
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さ
な
美
術
品
と
し
て
外
国
人
に
多
く
買
い
求
め
ら
れ
た
︒
そ
し
て
何
度
も
版
を
重
ね
︑
木
版
だ
か
ら
︑
版
木
が
擦
れ
る
と
︑
彫
り
直

し
て
︑
少
し
色
や
絵
が
変
わ
っ
て
く
る
︒
そ
の
違
い
の
面
白
さ
も
ま
た
魅
力
な
の
だ
ろ
う
︑
今
で
は
貴
重
書
と
し
て
多
く
の
図
書
館

に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
︒

﹃
日
本
昔
噺
シ
リ
ー
ズ
﹄
で
は
︑
﹁
桃
太
郎
﹂
﹁
舌
切
り
雀
﹂
﹁
猿
蟹
合
戦
﹂
﹁
花
咲
爺
﹂
﹁
か
ち
か
ち
山
﹂
﹁
瘤
取
﹂
﹁
浦
島
﹂
と
い
っ

た
日
本
の
古
い
伝
説
や
お
伽
噺
な
ど

(

)
を
︑
米
国
人
宣
教
師
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ヘ
ボ
ン
︑
デ
ビ
ッ
ド
・
ト
ン
プ
ソ
ン
︑
英
国
人
日
本
研

4

究
者
の
バ
ジ
ル
・
ホ
ー
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
︑
英
国
海
軍
軍
人
ト
ー
マ
ス
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
夫
人
な
ど
︑
当
時
横
浜
の
日
本
ア
ジ
ア

協
会
に
集
っ
て
い
た
文
化
人
グ
ル
ー
プ
が
英
語
に
翻
訳
し
た
︒
こ
の
ほ
ぼ
十
年
後
に
︑
巖
谷
小
波
が
博
文
館
か
ら
ほ
ぼ
同
じ
ラ
イ
ン

ア
ッ
プ
で
﹃
日
本
昔
噺
﹄
︵
一
八
九
四
～
一
八
九
六
年
︶
︑
﹃
日
本
お
伽
噺
﹄
︵
一
八
九
六
～
一
八
九
八
年
︶
を
出
し
て
い
る
た
め
︑
長
谷
川

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
巖
谷
小
波
の
仕
事
を
触
発
し
た
と
も
い
え
る
︒

ハ
ー
ン
の
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
は
︑
こ
の
昔
話
シ
リ
ー
ズ
の
続
編
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
︒
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
紹
介
で
︑
長

谷
川
武
次
郎
が
ハ
ー
ン
に
依
頼
し
た
の
だ
ろ
う
︒
ハ
ー
ン
の
手
に
な
る
同
様
の
縮
緬
本
は
︑
他
に
も
︑
﹁
猫
を
描
い
た
少
年
﹂(

“
T
h
e

B
o
y
W
h
o
D
r
e
w
C
a
t
s
”
,
1
8
9
8
)

︑
﹁
化
け
蜘
蛛
﹂(

“
T
h
e
G
o
b
l
i
n
S
p
i
d
e
r
”
,
1
8
9
9
)

︑
﹁
団
子
を
な
く
し
た
お
ば
あ
さ
ん
﹂(

“
T
h
e
O
l
d
W
o
m
a
n
W
h
o

L
o
s
t
H
e
r
D
u
m
p
l
i
n
g
”
,
1
9
0
2
)

︑
﹁
若
返
り
の
泉
﹂(

“
T
h
e
F
o
u
n
t
a
i
n
o
f
Y
o
u
t
h
”
,
1
9
2
2
)

が
あ
る
︒
化
け
蜘
蛛
や
︑
絵
に
描
い
た
猫
が
大
ネ
ズ
ミ

を
退
治
す
る
と
か
︑
団
子
を
追
っ
て
異
界
に
行
く
な
ど
︑
い
か
に
も
ハ
ー
ン
が
好
み
そ
う
な
話
で
あ
る
︒
そ
し
て
後
に
︑
ハ
ー
ン
の

も
の
だ
け
五
冊
ま
と
め
ら
れ
て
︑
帙
に
入
れ
て
売
り
だ
さ
れ
た
︒
造
り
も
昔
話
シ
リ
ー
ズ
の
他
の
も
の
よ
り
少
し
大
判
で
あ
り
︑
表

紙
に
大
き
く

‘
r
e
n
d
e
r
e
d
i
n
t
o
E
n
g
l
i
s
h
b
y
L
a
f
c
a
d
i
o
H
e
a
r
n
’

と
記
さ
れ
た
︒
他
の
昔
話
の
場
合
︑
表
紙
に
訳
者
の
名
を
揚
げ
て
な
い

か
ら
︑
ハ
ー
ン
の
再
話
作
品
集
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
世
に
出
さ
れ
た
特
別
仕
様
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

二
︑
ハ
ー
ン
の

“
C
h
i
n
-
c
h
i
n
K
o
b
a
k
a
m
a

│

T
h
e
F
a
i
r
i
e
s
o
f
t
h
e
F
l
o
o
r
-
B
o
a
r
d
s
”

﹃
昔
話
シ
リ
ー
ズ
﹄
所
収
の
ほ
と
ん
ど
の
昔
話
は
︑
ハ
ー
ン
の
他
の
四
編
も
含
め
て
︑“

l
o
n
g
,
l
o
n
g
a
g
o
”

︑“
a
l
o
n
g
,
l
o
n
g
t
i
m
e

a
g
o
”

と
い
う
決
ま
り
文
句
で
始
ま
る
︒
直
接
︑
物
語
だ
け
を
語
る
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
で
は
︑
物
語
本
文

に
入
る
前
に
︑
ハ
ー
ン
は
ま
ず
︑
こ
う
切
り
出
す
︒

T
h
e
f
l
o
o
r
o
f
a
J
a
p
a
n
e
s
e
r
o
o
m

i
s
c
o
v
e
r
e
d
w
i
t
h
b
e
a
u
t
i
f
u
l
t
h
i
c
k
s
o
f
t
m
a
t
o
f
w
o
v
e
n
r
e
e
d
s
.
T
h
e
y
f
i
t
v
e
r
y
c
l
o
s
e
l
y
t
o
g
e
t
h
e
r
,

s
o
t
h
a
t
y
o
u
c
a
n
j
u
s
t
s
l
i
p
a
k
n
i
f
e
-
b
l
a
d
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
,
T
h
e
y
a
r
e
c
h
a
n
g
e
d
o
n
c
e
e
v
e
r
y
y
e
a
r
,
a
n
d
a
r
e
k
e
p
t
v
e
r
y
c
l
e
a
n
,
T
h
e

J
a
p
a
n
e
s
e
n
e
v
e
r
w
e
a
r
s
h
o
e
s
i
n
t
h
e
h
o
u
s
e
,
a
n
d
d
o
n
o
t
u
s
e
c
h
a
i
r
s
o
r
f
u
r
n
i
t
u
r
e
s
u
c
h
a
s
E
n
g
l
i
s
h
p
e
o
p
l
e
u
s
e
.
T
h
e
y
s
i
t
,
s
l
e
e
p
,

e
a
t
,
a
n
d
s
o
m
e
t
i
m
e
s
e
v
e
n
w
r
i
t
e
u
p
o
n
t
h
e
f
l
o
o
r
.
S
o
t
h
e
m
a
t
s
m
u
s
t
b
e
k
e
p
t
v
e
r
y
c
l
e
a
n
i
n
d
e
e
d
,
a
n
d
J
a
p
a
n
e
s
e
c
h
i
l
d
r
e
n
a
r
e

t
a
u
g
h
t
,
j
u
s
t
a
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
y
c
a
n
s
p
e
a
k
,
n
e
v
e
r
t
o
s
p
o
i
l
o
r
d
i
r
t
y
t
h
e
m
a
t
s
.

日
本
の
家
の
床
に
は
畳
と
い
う
柔
ら
か
な
厚
手
の
マ
ッ
ト
が
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
る
︒
畳
は
ぴ
た
り
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
︑
す
き

間
に
は
刀
の
刃
が
や
っ
と
入
る
だ
け
で
あ
る
︒
畳
は
毎
年
新
し
く
取
り
替
え
ら
れ
︑
日
本
人
は
畳
の
上
で
寝
起
き
す
る
の
で
︑
常
に

と
て
も
清
潔
に
し
て
あ
る
︒
子
供
た
ち
も
畳
を
決
し
て
汚
し
て
は
な
ら
な
い
と
教
え
ら
れ
る
︒
と
︑
こ
の
よ
う
に
︑
ハ
ー
ン
は
︑
ま

ず
物
語
の
背
景
と
な
る
異
国
の
生
活
文
化
の
説
明
か
ら
始
め
る
︒
読
者
で
あ
る
英
米
の
子
供
た
ち
は
日
本
を
知
ら
な
い
︒
ハ
ー
ン
ら
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さ
な
美
術
品
と
し
て
外
国
人
に
多
く
買
い
求
め
ら
れ
た
︒
そ
し
て
何
度
も
版
を
重
ね
︑
木
版
だ
か
ら
︑
版
木
が
擦
れ
る
と
︑
彫
り
直

し
て
︑
少
し
色
や
絵
が
変
わ
っ
て
く
る
︒
そ
の
違
い
の
面
白
さ
も
ま
た
魅
力
な
の
だ
ろ
う
︑
今
で
は
貴
重
書
と
し
て
多
く
の
図
書
館

に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
︒

﹃
日
本
昔
噺
シ
リ
ー
ズ
﹄
で
は
︑
﹁
桃
太
郎
﹂
﹁
舌
切
り
雀
﹂
﹁
猿
蟹
合
戦
﹂
﹁
花
咲
爺
﹂
﹁
か
ち
か
ち
山
﹂
﹁
瘤
取
﹂
﹁
浦
島
﹂
と
い
っ

た
日
本
の
古
い
伝
説
や
お
伽
噺
な
ど

(

)
を
︑
米
国
人
宣
教
師
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ヘ
ボ
ン
︑
デ
ビ
ッ
ド
・
ト
ン
プ
ソ
ン
︑
英
国
人
日
本
研

4

究
者
の
バ
ジ
ル
・
ホ
ー
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
︑
英
国
海
軍
軍
人
ト
ー
マ
ス
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
夫
人
な
ど
︑
当
時
横
浜
の
日
本
ア
ジ
ア

協
会
に
集
っ
て
い
た
文
化
人
グ
ル
ー
プ
が
英
語
に
翻
訳
し
た
︒
こ
の
ほ
ぼ
十
年
後
に
︑
巖
谷
小
波
が
博
文
館
か
ら
ほ
ぼ
同
じ
ラ
イ
ン

ア
ッ
プ
で
﹃
日
本
昔
噺
﹄
︵
一
八
九
四
～
一
八
九
六
年
︶
︑
﹃
日
本
お
伽
噺
﹄
︵
一
八
九
六
～
一
八
九
八
年
︶
を
出
し
て
い
る
た
め
︑
長
谷
川

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
巖
谷
小
波
の
仕
事
を
触
発
し
た
と
も
い
え
る
︒

ハ
ー
ン
の
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
は
︑
こ
の
昔
話
シ
リ
ー
ズ
の
続
編
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
︒
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
紹
介
で
︑
長

谷
川
武
次
郎
が
ハ
ー
ン
に
依
頼
し
た
の
だ
ろ
う
︒
ハ
ー
ン
の
手
に
な
る
同
様
の
縮
緬
本
は
︑
他
に
も
︑
﹁
猫
を
描
い
た
少
年
﹂(

“
T
h
e

B
o
y
W
h
o
D
r
e
w
C
a
t
s
”
,
1
8
9
8
)

︑
﹁
化
け
蜘
蛛
﹂(

“
T
h
e
G
o
b
l
i
n
S
p
i
d
e
r
”
,
1
8
9
9
)

︑
﹁
団
子
を
な
く
し
た
お
ば
あ
さ
ん
﹂(

“
T
h
e
O
l
d
W
o
m
a
n
W
h
o

L
o
s
t
H
e
r
D
u
m
p
l
i
n
g
”
,
1
9
0
2
)

︑
﹁
若
返
り
の
泉
﹂(

“
T
h
e
F
o
u
n
t
a
i
n
o
f
Y
o
u
t
h
”
,
1
9
2
2
)

が
あ
る
︒
化
け
蜘
蛛
や
︑
絵
に
描
い
た
猫
が
大
ネ
ズ
ミ

を
退
治
す
る
と
か
︑
団
子
を
追
っ
て
異
界
に
行
く
な
ど
︑
い
か
に
も
ハ
ー
ン
が
好
み
そ
う
な
話
で
あ
る
︒
そ
し
て
後
に
︑
ハ
ー
ン
の

も
の
だ
け
五
冊
ま
と
め
ら
れ
て
︑
帙
に
入
れ
て
売
り
だ
さ
れ
た
︒
造
り
も
昔
話
シ
リ
ー
ズ
の
他
の
も
の
よ
り
少
し
大
判
で
あ
り
︑
表

紙
に
大
き
く

‘
r
e
n
d
e
r
e
d
i
n
t
o
E
n
g
l
i
s
h
b
y
L
a
f
c
a
d
i
o
H
e
a
r
n
’

と
記
さ
れ
た
︒
他
の
昔
話
の
場
合
︑
表
紙
に
訳
者
の
名
を
揚
げ
て
な
い

か
ら
︑
ハ
ー
ン
の
再
話
作
品
集
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
世
に
出
さ
れ
た
特
別
仕
様
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

二
︑
ハ
ー
ン
の

“
C
h
i
n
-
c
h
i
n
K
o
b
a
k
a
m
a

│

T
h
e
F
a
i
r
i
e
s
o
f
t
h
e
F
l
o
o
r
-
B
o
a
r
d
s
”

﹃
昔
話
シ
リ
ー
ズ
﹄
所
収
の
ほ
と
ん
ど
の
昔
話
は
︑
ハ
ー
ン
の
他
の
四
編
も
含
め
て
︑“

l
o
n
g
,
l
o
n
g
a
g
o
”

︑“
a
l
o
n
g
,
l
o
n
g
t
i
m
e

a
g
o
”

と
い
う
決
ま
り
文
句
で
始
ま
る
︒
直
接
︑
物
語
だ
け
を
語
る
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
で
は
︑
物
語
本
文

に
入
る
前
に
︑
ハ
ー
ン
は
ま
ず
︑
こ
う
切
り
出
す
︒

T
h
e
f
l
o
o
r
o
f
a
J
a
p
a
n
e
s
e
r
o
o
m

i
s
c
o
v
e
r
e
d
w
i
t
h
b
e
a
u
t
i
f
u
l
t
h
i
c
k
s
o
f
t
m
a
t
o
f
w
o
v
e
n
r
e
e
d
s
.
T
h
e
y
f
i
t
v
e
r
y
c
l
o
s
e
l
y
t
o
g
e
t
h
e
r
,

s
o
t
h
a
t
y
o
u
c
a
n
j
u
s
t
s
l
i
p
a
k
n
i
f
e
-
b
l
a
d
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
,
T
h
e
y
a
r
e
c
h
a
n
g
e
d
o
n
c
e
e
v
e
r
y
y
e
a
r
,
a
n
d
a
r
e
k
e
p
t
v
e
r
y
c
l
e
a
n
,
T
h
e

J
a
p
a
n
e
s
e
n
e
v
e
r
w
e
a
r
s
h
o
e
s
i
n
t
h
e
h
o
u
s
e
,
a
n
d
d
o
n
o
t
u
s
e
c
h
a
i
r
s
o
r
f
u
r
n
i
t
u
r
e
s
u
c
h
a
s
E
n
g
l
i
s
h
p
e
o
p
l
e
u
s
e
.
T
h
e
y
s
i
t
,
s
l
e
e
p
,

e
a
t
,
a
n
d
s
o
m
e
t
i
m
e
s
e
v
e
n
w
r
i
t
e
u
p
o
n
t
h
e
f
l
o
o
r
.
S
o
t
h
e
m
a
t
s
m
u
s
t
b
e
k
e
p
t
v
e
r
y
c
l
e
a
n
i
n
d
e
e
d
,
a
n
d
J
a
p
a
n
e
s
e
c
h
i
l
d
r
e
n
a
r
e

t
a
u
g
h
t
,
j
u
s
t
a
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
y
c
a
n
s
p
e
a
k
,
n
e
v
e
r
t
o
s
p
o
i
l
o
r
d
i
r
t
y
t
h
e
m
a
t
s
.

日
本
の
家
の
床
に
は
畳
と
い
う
柔
ら
か
な
厚
手
の
マ
ッ
ト
が
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
る
︒
畳
は
ぴ
た
り
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
︑
す
き

間
に
は
刀
の
刃
が
や
っ
と
入
る
だ
け
で
あ
る
︒
畳
は
毎
年
新
し
く
取
り
替
え
ら
れ
︑
日
本
人
は
畳
の
上
で
寝
起
き
す
る
の
で
︑
常
に

と
て
も
清
潔
に
し
て
あ
る
︒
子
供
た
ち
も
畳
を
決
し
て
汚
し
て
は
な
ら
な
い
と
教
え
ら
れ
る
︒
と
︑
こ
の
よ
う
に
︑
ハ
ー
ン
は
︑
ま

ず
物
語
の
背
景
と
な
る
異
国
の
生
活
文
化
の
説
明
か
ら
始
め
る
︒
読
者
で
あ
る
英
米
の
子
供
た
ち
は
日
本
を
知
ら
な
い
︒
ハ
ー
ン
ら
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し
い
民
俗
学
者
的
関
心
に
よ
る
記
述
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
︑
こ
の
前
置
き
の
目
的
は
︑
〝
畳
の
部
屋
〟
と
い
う
物
語
の
舞
台

空
間
を
︑
映
像
と
し
て
読
者
の
脳
裏
に
描
き
出
す
こ
と
に
あ
る
︒
そ
し
て
こ
こ
で
印
象
に
残
る
の
が
︑
冒
頭
二
番
目
の
文
に
出
て
く

る

“
k
n
i
f
e
-
b
l
a
d
e
”

だ
ろ
う
︒
い
ぐ
さ
を
編
ん
だ
厚
手
の
畳
の
床
は
柔
ら
か
く
温
か
み
が
あ
る
︒
だ
が
ぴ
た
り
と
合
っ
た
縁
と
縁
の

隙
間
に
鋭
利
な
冷
た
い
ナ
イ
フ
が
す
っ
と
入
る
︒
薄
紙
一
枚
ほ
ど
の
隙
間
︑
と
い
う
の
で
は
な
い
︒
ナ
イ
フ
で
あ
る
︒
そ
し
て
一
見

さ
り
げ
な
い
こ
の
ナ
イ
フ
の
映
像
が
︑
読
者
の
脳
裏
に
か
す
か
に
違
和
感
を
伴
っ
て
残
る
︒
ハ
ー
ン
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
︒

N
o
w

J
a
p
a
n
e
s
e
c
h
i
l
d
r
e
n
a
r
e
r
e
a
l
l
y
v
e
r
y
g
o
o
d
.
A
l
l
t
r
a
v
e
l
e
r
s
,
w
h
o
h
a
v
e
w
r
i
t
t
e
n
p
l
e
a
s
a
n
t
b
o
o
k
s
a
b
o
u
t
J
a
p
a
n
,
d
e
c
l
a
r
e

t
h
a
t
J
a
p
a
n
e
s
e
c
h
i
l
d
r
e
n
a
r
e
m
u
c
h
m
o
r
e
o
b
e
d
i
e
n
t
t
h
a
n
E
n
g
l
i
s
h
c
h
i
l
d
r
e
n
a
n
d
m
u
c
h
l
e
s
s
m
i
s
c
h
i
e
v
o
u
s
.

日
本
の
こ
ど
も
た
ち
は
︑
日
本
に
き
た
外
国
人
が
感
心
す
る
ほ
ど
︑
み
な
と
て
も
良
い
子
た
ち
で
あ
る
︒
だ
け
ど
︑
と
ハ
ー
ン
は

い
う
︒“

t
h
e
r
e
a
r
e
a
f
e
w
,
a
v
e
r
y
f
e
w
n
a
u
g
h
t
y
o
n
e
s
.
”

な
か
に
は
悪
戯
っ
子
も
い
る
︒
だ
か
ら

“
t
h
e
r
e
a
r
e
f
a
i
r
i
e
s
w
h
o
t
a
k
e
c
a
r
e
o
f

t
h
e
m
a
t
s
.
T
h
e
s
e
f
a
i
r
i
e
s
t
e
a
s
e
a
n
d
f
r
i
g
h
t
e
n
c
h
i
l
d
r
e
n
w
h
o
d
i
r
t
y
o
r
s
p
o
i
l
t
h
e
m
a
t
s
.
”

畳
に
は
妖
精
が
い
て
︑
畳
を
汚
す
子
ど
も
を
懲

ら
し
め
る
の
で
あ
る
︒
そ
ん
な
妖
精
た
ち
の
小
さ
な
話
を
し
て
あ
げ
よ
う
︑
と
︑
物
語
に
入
っ
て
い
く
︒

“
O
n
c
e
t
h
e
r
e
w
a
s
a
l
i
t
t
l
e
g
i
r
l
w
h
o
w
a
s
v
e
r
y
p
r
e
t
t
y
,
b
u
t
a
l
s
o
v
e
r
y
l
a
z
y
.
”

と
て
も
可
愛
い
け
れ
ど
怠
け
者
の
女
の
子
が
い
た
︒
裕

福
な
家
だ
っ
た
の
で
︑
女
中
さ
ん
た
ち
が
全
部
世
話
を
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
︒
女
の
子
は
美
し
い
娘
に
な
り
︑
勇
敢
な
侍
の
も
と

に
嫁
い
だ
︒
召
使
は
少
な
い
の
に
︑
相
変
わ
ら
ず
物
臭
で
︑
夫
は
軍
務
で
留
守
が
多
か
っ
た
︒
す
る
と
或
る
晩
︑
部
屋
の
中
で
奇
妙

な
物
音
が
微
か
に
し
て
目
が
覚
め
た
︒
そ
し
て
彼
女
は
見
た
︒

H
u
n
d
r
e
d
s
o
f
l
i
t
t
l
e
m
e
n
,
d
r
e
s
s
e
d
j
u
s
t
l
i
k
e
J
a
p
a
n
e
s
e
w
a
r
r
i
o
r
s
,
b
u
t
o
n
l
y
a
b
o
u
t
o
n
e
i
n
c
h
h
i
g
h
,
w
e
r
e
d
a
n
c
i
n
g
a
l
l
a
r
o
u
n
d

h
e
r
p
i
l
l
o
w
.
T
h
e
y
w
o
r
e
t
h
e
s
a
m
e
k
i
n
d
o
f
d
r
e
s
s
h
e
r
h
u
s
b
a
n
d
w
o
r
e
o
n
h
o
l
i
d
a
y
s
,

│

(
K
a
m
i
s
h
i
m
o
,
a
l
o
n
g
r
o
b
e
w
i
t
h
s
q
u
a
r
e

s
h
o
u
l
d
e
r
s
)
,

│

a
n
d
t
h
e
i
r
h
a
i
r
w
a
s
t
i
e
d
u
p
i
n
k
n
o
t
s
,
a
n
d
e
a
c
h
w
o
r
e
t
w
o
t
i
n
y
s
w
o
r
d
s
.
T
h
e
y
a
l
l
l
o
o
k
e
d
a
t
h
e
r
a
s
t
h
e
y
d
a
n
c
e
d
,

a
n
d
l
a
u
g
h
e
d
,
a
n
d
t
h
e
y
a
l
l
s
a
n
g
t
h
e
s
a
m
e
s
o
n
g
,
o
v
e
r
a
n
d
o
v
e
r
a
g
a
i
n
,

│

“
C
h
i
n
-
c
h
i
n
K
o
b
a
k
a
m
a
,

Y
o
m
o
f
u
k
é
s
o
r
o
,

│

O
s
h
i
z
u
m
a
r
e
,
H
i
m
e
-
g
i
m
i
!

│

Y
a
t
o
n
t
o
n
!
”

│

W
h
i
c
h
m
e
a
n
t
:

│

“
W
e
a
r
e
t
h
e
C
h
i
n
-
c
h
i
n
K
o
b
a
k
a
m
a
;

│

t
h
e
h
o
u
r
i
s
l
a
t
e
;
S
l
e
e
p
,
h
o
n
o
r
a
b
l
e
n
o
b
l
e
d
a
r
l
i
n
g
!
”

行
灯
の
明
り
に
照
ら
さ
れ
て
︑
わ
ず
か
一
寸
あ
ま
り
の
︑
何
百
人
と
い
う
小
人
が
︑
枕
元
で
踊
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
み
な
裃
を

着
て
髷
を
結
い
︑
刀
を
差
し
て
い
た
︒
そ
し
て
彼
女
の
方
を
見
て
嘲
る
よ
う
に
笑
い
な
が
ら
︑
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
︑
夜
も
更
け
候
︒

お
静
ま
れ
姫
君
︑
や
あ
と
ん
と
ん
︒
﹂
と
繰
り
返
し
歌
い
な
が
ら
踊
っ
た
︒

そ
れ
か
ら
毎
晩
︑t

h
e
“
H
o
u
r
o
f
t
h
e
O
x
”
;

つ
ま
り
丑
の
刻
に
な
る
と
小
人
た
ち
は
現
れ
︑
同
じ
よ
う
に
し
て
彼
女
を
か
ら
か
い
︑

悩
ま
せ
︑
朝
に
な
る
と
ふ
っ
と
消
え
た
︒
妻
は
病
気
に
な
っ
た
︒
戻
っ
た
夫
が
話
を
聞
い
て
夜
中
に
見
張
る
と
︑
は
た
し
て
丑
の
刻

に
畳
か
ら
小
人
た
ち
が
現
れ
︑“

C
h
i
n
-
c
h
i
n
K
o
b
a
k
a
m
a
,
Y
o
m
o
f
u
k
é
s
o
r
o

⁝
⁝”

と
歌
い
踊
り
だ
す
︒“

T
h
e
y
l
o
o
k
e
d
s
o
q
u
e
e
r
,
a
n
d

d
a
n
c
e
d
i
n
s
u
c
h
a
f
u
n
n
y
w
a
y
,
t
h
a
t
t
h
e
w
a
r
r
i
o
r
c
o
u
l
d
s
c
a
r
c
e
l
y
k
e
e
p
f
r
o
m

l
a
u
g
h
i
n
g
.
”

そ
の
奇
妙
な
出
で
立
ち
と
滑
稽
な
仕
草
に
夫
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し
い
民
俗
学
者
的
関
心
に
よ
る
記
述
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
︑
こ
の
前
置
き
の
目
的
は
︑
〝
畳
の
部
屋
〟
と
い
う
物
語
の
舞
台

空
間
を
︑
映
像
と
し
て
読
者
の
脳
裏
に
描
き
出
す
こ
と
に
あ
る
︒
そ
し
て
こ
こ
で
印
象
に
残
る
の
が
︑
冒
頭
二
番
目
の
文
に
出
て
く

る

“
k
n
i
f
e
-
b
l
a
d
e
”

だ
ろ
う
︒
い
ぐ
さ
を
編
ん
だ
厚
手
の
畳
の
床
は
柔
ら
か
く
温
か
み
が
あ
る
︒
だ
が
ぴ
た
り
と
合
っ
た
縁
と
縁
の

隙
間
に
鋭
利
な
冷
た
い
ナ
イ
フ
が
す
っ
と
入
る
︒
薄
紙
一
枚
ほ
ど
の
隙
間
︑
と
い
う
の
で
は
な
い
︒
ナ
イ
フ
で
あ
る
︒
そ
し
て
一
見

さ
り
げ
な
い
こ
の
ナ
イ
フ
の
映
像
が
︑
読
者
の
脳
裏
に
か
す
か
に
違
和
感
を
伴
っ
て
残
る
︒
ハ
ー
ン
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
︒

N
o
w

J
a
p
a
n
e
s
e
c
h
i
l
d
r
e
n
a
r
e
r
e
a
l
l
y
v
e
r
y
g
o
o
d
.
A
l
l
t
r
a
v
e
l
e
r
s
,
w
h
o
h
a
v
e
w
r
i
t
t
e
n
p
l
e
a
s
a
n
t
b
o
o
k
s
a
b
o
u
t
J
a
p
a
n
,
d
e
c
l
a
r
e

t
h
a
t
J
a
p
a
n
e
s
e
c
h
i
l
d
r
e
n
a
r
e
m
u
c
h
m
o
r
e
o
b
e
d
i
e
n
t
t
h
a
n
E
n
g
l
i
s
h
c
h
i
l
d
r
e
n
a
n
d
m
u
c
h
l
e
s
s
m
i
s
c
h
i
e
v
o
u
s
.

日
本
の
こ
ど
も
た
ち
は
︑
日
本
に
き
た
外
国
人
が
感
心
す
る
ほ
ど
︑
み
な
と
て
も
良
い
子
た
ち
で
あ
る
︒
だ
け
ど
︑
と
ハ
ー
ン
は

い
う
︒“

t
h
e
r
e
a
r
e
a
f
e
w
,
a
v
e
r
y
f
e
w
n
a
u
g
h
t
y
o
n
e
s
.
”

な
か
に
は
悪
戯
っ
子
も
い
る
︒
だ
か
ら

“
t
h
e
r
e
a
r
e
f
a
i
r
i
e
s
w
h
o
t
a
k
e
c
a
r
e
o
f

t
h
e
m
a
t
s
.
T
h
e
s
e
f
a
i
r
i
e
s
t
e
a
s
e
a
n
d
f
r
i
g
h
t
e
n
c
h
i
l
d
r
e
n
w
h
o
d
i
r
t
y
o
r
s
p
o
i
l
t
h
e
m
a
t
s
.
”

畳
に
は
妖
精
が
い
て
︑
畳
を
汚
す
子
ど
も
を
懲

ら
し
め
る
の
で
あ
る
︒
そ
ん
な
妖
精
た
ち
の
小
さ
な
話
を
し
て
あ
げ
よ
う
︑
と
︑
物
語
に
入
っ
て
い
く
︒

“
O
n
c
e
t
h
e
r
e
w
a
s
a
l
i
t
t
l
e
g
i
r
l
w
h
o
w
a
s
v
e
r
y
p
r
e
t
t
y
,
b
u
t
a
l
s
o
v
e
r
y
l
a
z
y
.
”

と
て
も
可
愛
い
け
れ
ど
怠
け
者
の
女
の
子
が
い
た
︒
裕

福
な
家
だ
っ
た
の
で
︑
女
中
さ
ん
た
ち
が
全
部
世
話
を
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
︒
女
の
子
は
美
し
い
娘
に
な
り
︑
勇
敢
な
侍
の
も
と

に
嫁
い
だ
︒
召
使
は
少
な
い
の
に
︑
相
変
わ
ら
ず
物
臭
で
︑
夫
は
軍
務
で
留
守
が
多
か
っ
た
︒
す
る
と
或
る
晩
︑
部
屋
の
中
で
奇
妙

な
物
音
が
微
か
に
し
て
目
が
覚
め
た
︒
そ
し
て
彼
女
は
見
た
︒

H
u
n
d
r
e
d
s
o
f
l
i
t
t
l
e
m
e
n
,
d
r
e
s
s
e
d
j
u
s
t
l
i
k
e
J
a
p
a
n
e
s
e
w
a
r
r
i
o
r
s
,
b
u
t
o
n
l
y
a
b
o
u
t
o
n
e
i
n
c
h
h
i
g
h
,
w
e
r
e
d
a
n
c
i
n
g
a
l
l
a
r
o
u
n
d

h
e
r
p
i
l
l
o
w
.
T
h
e
y
w
o
r
e
t
h
e
s
a
m
e
k
i
n
d
o
f
d
r
e
s
s
h
e
r
h
u
s
b
a
n
d
w
o
r
e
o
n
h
o
l
i
d
a
y
s
,

│

(
K
a
m
i
s
h
i
m
o
,
a
l
o
n
g
r
o
b
e
w
i
t
h
s
q
u
a
r
e

s
h
o
u
l
d
e
r
s
)
,

│
a
n
d
t
h
e
i
r
h
a
i
r
w
a
s
t
i
e
d
u
p
i
n
k
n
o
t
s
,
a
n
d
e
a
c
h
w
o
r
e
t
w
o
t
i
n
y
s
w
o
r
d
s
.
T
h
e
y
a
l
l
l
o
o
k
e
d
a
t
h
e
r
a
s
t
h
e
y
d
a
n
c
e
d
,

a
n
d
l
a
u
g
h
e
d
,
a
n
d
t
h
e
y
a
l
l
s
a
n
g
t
h
e
s
a
m
e
s
o
n
g
,
o
v
e
r
a
n
d
o
v
e
r
a
g
a
i
n
,

│

“
C
h
i
n
-
c
h
i
n
K
o
b
a
k
a
m
a
,

Y
o
m
o
f
u
k
é
s
o
r
o
,

│

O
s
h
i
z
u
m
a
r
e
,
H
i
m
e
-
g
i
m
i
!

│

Y
a
t
o
n
t
o
n
!
”

│

W
h
i
c
h
m
e
a
n
t
:

│

“
W
e
a
r
e
t
h
e
C
h
i
n
-
c
h
i
n
K
o
b
a
k
a
m
a
;

│

t
h
e
h
o
u
r
i
s
l
a
t
e
;
S
l
e
e
p
,
h
o
n
o
r
a
b
l
e
n
o
b
l
e
d
a
r
l
i
n
g
!
”

行
灯
の
明
り
に
照
ら
さ
れ
て
︑
わ
ず
か
一
寸
あ
ま
り
の
︑
何
百
人
と
い
う
小
人
が
︑
枕
元
で
踊
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
み
な
裃
を

着
て
髷
を
結
い
︑
刀
を
差
し
て
い
た
︒
そ
し
て
彼
女
の
方
を
見
て
嘲
る
よ
う
に
笑
い
な
が
ら
︑
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
︑
夜
も
更
け
候
︒

お
静
ま
れ
姫
君
︑
や
あ
と
ん
と
ん
︒
﹂
と
繰
り
返
し
歌
い
な
が
ら
踊
っ
た
︒

そ
れ
か
ら
毎
晩
︑t

h
e
“
H
o
u
r
o
f
t
h
e
O
x
”
;

つ
ま
り
丑
の
刻
に
な
る
と
小
人
た
ち
は
現
れ
︑
同
じ
よ
う
に
し
て
彼
女
を
か
ら
か
い
︑

悩
ま
せ
︑
朝
に
な
る
と
ふ
っ
と
消
え
た
︒
妻
は
病
気
に
な
っ
た
︒
戻
っ
た
夫
が
話
を
聞
い
て
夜
中
に
見
張
る
と
︑
は
た
し
て
丑
の
刻

に
畳
か
ら
小
人
た
ち
が
現
れ
︑“

C
h
i
n
-
c
h
i
n
K
o
b
a
k
a
m
a
,
Y
o
m
o
f
u
k
é
s
o
r
o

⁝
⁝”

と
歌
い
踊
り
だ
す
︒“

T
h
e
y
l
o
o
k
e
d
s
o
q
u
e
e
r
,
a
n
d

d
a
n
c
e
d
i
n
s
u
c
h
a
f
u
n
n
y
w
a
y
,
t
h
a
t
t
h
e
w
a
r
r
i
o
r
c
o
u
l
d
s
c
a
r
c
e
l
y
k
e
e
p
f
r
o
m

l
a
u
g
h
i
n
g
.
”

そ
の
奇
妙
な
出
で
立
ち
と
滑
稽
な
仕
草
に
夫
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は
笑
い
だ
し
そ
う
に
な
る
が
︑“

r
e
m
e
m
b
e
r
i
n
g
t
h
a
t
n
e
a
r
l
y
a
l
l
J
a
p
a
n
e
s
e
g
h
o
s
t
s
a
n
d
g
o
b
l
i
n
s
a
r
e
a
f
r
a
i
d
o
f
a
s
w
o
r
d
,
h
e
d
r
e
w

h
i
s

b
l
a
d
e
,
a
n
d
r
u
s
h
e
d
o
u
t
o
f
t
h
e
c
l
o
s
e
t
,
a
n
d
s
t
r
u
c
k
a
t
t
h
e
l
i
t
t
l
e
d
a
n
c
e
r
s
.
”

日
本
の
妖
怪
は
刀
を
恐
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
思
い

だ
し
て
︑
刀
を
抜
き
︑
小
人
に
斬
り
か
か
る
︒
す
る
と
︑

“
I
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
t
h
e
y
a
l
l
t
u
r
n
e
d
i
n
t
o
-
w
h
a
t
d
o
y
o
u
t
h
i
n
k
?

T
o
o
t
h
p
i
c
k
s
!

T
h
e
r
e
w
e
r
e
n
o
m
o
r
e
l
i
t
t
l
e
w
a
r
r
i
o
r
s

│

o
n
l
y
a
l
o
t
o
f
o
l
d
t
o
o
t
h
p
i
c
k
s
s
c
a
t
t
e
r
e
d
o
v
e
r
t
h
e
m
a
t
s
.

た
ち
ま
ち
に
し
て
小
人
た
ち
は
消
え
︑
爪
楊
枝
が
畳
の
上
に
散
ら
ば
っ
て
い
た
︒
妻
が
使
っ
た
爪
楊
枝
を
捨
て
ず
︑
畳
の
縁
に
差

し
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒
夫
は
妻
を
叱
り
︑
爪
楊
枝
を
召
使
に
焼
か
せ
る
と
︑
そ
の
後
︑
小
人
が
現
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

“
A
f
t
e
r
t
h
a
t
t
h
e
l
i
t
t
l
e
m
e
n
n
e
v
e
r
c
a
m
e
b
a
c
k
a
g
a
i
n
.
”

と
ハ
ー
ン
は
結
ぶ
︒

﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
の
話
は
こ
こ
で
終
わ
る
の
だ
が
︑
ハ
ー
ン
は
︑
も
う
一
つ
別
の
こ
ん
な
話
が
あ
る
と
し
て
︑
こ
う
続
け
る
︒

怠
け
者
の
女
の
子
が
い
て
︑
梅
の
実
を
食
べ
て
は
︑
種
を
畳
の
間
に
押
し
込
ん
で
い
た
︒
長
い
間
ば
れ
ず
に
い
た
が
︑
つ
い
に
︑
妖

精
た
ち
が
怒
っ
た
︒
夜
ご
と
︑
振
袖
姿
の
小
さ
な
女
た
ち
が
畳
の
間
か
ら
現
れ
て
は
踊
り
ま
わ
り
︑
女
の
子
を
責
め
さ
い
な
む
の
で

あ
る
︒
見
張
り
に
立
っ
た
母
親
が
そ
の
女
た
ち
を
見
つ
け
て
︑
打
ち
付
け
る
と
︑
食
べ
残
し
の
梅
の
種
に
変
わ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
子

供
は
と
て
も
良
い
子
に
な
っ
た
︑
と
い
う
話
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
は
︑
つ
づ
く
梅
の
種
の
話
同
様
︑
ま
ず
は
物
を
大
切
に
︑
畳
を
き
れ
い
に
︑
と
い
う
教
訓
を
こ

め
︑
子
供
の
物
臭
を
戒
め
る
話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒
〝
畳
に
住
ま
う
妖
精
〟
が
い
て
子
供
を
懲
ら
し
め
る
と
い
う
冒

頭
の
設
定
は
︑
読
者
の
英
米
の
子
供
た
ち
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
だ
ろ
う
が
︑
そ
の
妖
精
が
怒
る
の
は
畳
を
汚
さ
れ
︑
空
間
の
清
潔

が
保
た
れ
な
い
時
で
あ
る
︒
ペ
リ
ー
提
督
を
は
じ
め
︑
エ
ド
ワ
ー
ド
・
モ
ー
ス
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
グ
リ
フ
ィ
ス
︑
ネ
リ
ー
・
ブ
ラ
イ

な
ど
︑
明
治
期
の
来
日
外
国
人
の
多
く
が
︑
日
本
の
住
ま
い
や
街
の
清
潔
さ
に
感
嘆
し
た
記
述
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
︒
ハ
ー
ン
も
ま
た
︑
そ
う
し
た
大
人
の
外
国
人
読
者
︵
つ
ま
り
絵
本
の
購
入
者
︶
の
関
心
に
答
え
る
も
の
と
し
て
︑
こ
れ
ら
の

民
話
を
取
り
上
げ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

た
だ
︑
ハ
ー
ン
は
︑
主
題
は
ほ
ぼ
同
じ
爪
楊
枝
の
話
と
︑
梅
の
種
の
話
の
両
方
を
知
っ
て
︑
爪
楊
枝
の
方
を
メ
イ
ン
に
す
え
︑
梅

の
種
の
ほ
う
を
補
足
に
下
げ
て
し
ま
っ
た
︒
縮
緬
本
シ
リ
ー
ズ
で
は
︑
挿
画
が
魅
力
に
な
っ
て
い
る
︒
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
で
も
︑

怠
け
者
の
娘
と
夫
が
登
場
す
る
場
面
は
浮
世
絵
風
に
描
か
れ
︵
図

︶
︑
丑
の
刻
に

2

小
人
の
侍
た
ち
が
現
れ
る
と
こ
ろ
で
は
︑
背
景
に
牛
の
形
が
影
絵
の
よ
う
に
配
さ

れ
て
い
る
︵
図

︶
︒
梅
の
種
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
︑
御
殿
女
中
風
の
小
さ
な
女

3

た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
︵
図

︶
︒
表
紙
で
も
︑
畳
の
間
か
ら
出
て
く
る
梅
柄
の

�

着
物
の
女
は
爪
楊
枝
の
侍
と
同
じ
大
き
さ
で
あ
る
︒

な
ら
ば
︑
二
つ
の
話
を
同
格
に
し
て
も
︑
絵
本
と
し
て
は
華
や
ぎ
が
増
し
て
よ

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ハ
ー
ン
は
︑
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂

を
主
に
し
た
︒
そ
れ
は
︑
ひ
と
つ
に
は
︑
爪
楊
枝
と
い
っ
た
〝
も
の
〟
に
命
が
宿

っ
て
妖
怪
と
な
っ
て
現
れ
る
︑
と
い
う
こ
と
を
興
味
深
く
面
白
く
思
っ
た
か
ら
だ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
付
喪
神
︵
つ
く
も
が
み
︶
﹂
︑
器
物
の
妖
怪
で
あ

る
︒
ハ
ー
ン
は
︑
来
日
し
て
す
ぐ
の
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
︑
﹁
日
本
で
は
︑
木
々

に
さ
え
魂
が
あ
る
︒
﹂
と
驚
い
て
い
る
︒
キ
リ
ス
ト
教
で
は
人
間
に
し
か
魂
を
認
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は
笑
い
だ
し
そ
う
に
な
る
が
︑“

r
e
m
e
m
b
e
r
i
n
g
t
h
a
t
n
e
a
r
l
y
a
l
l
J
a
p
a
n
e
s
e
g
h
o
s
t
s
a
n
d
g
o
b
l
i
n
s
a
r
e
a
f
r
a
i
d
o
f
a
s
w
o
r
d
,
h
e
d
r
e
w

h
i
s

b
l
a
d
e
,
a
n
d
r
u
s
h
e
d
o
u
t
o
f
t
h
e
c
l
o
s
e
t
,
a
n
d
s
t
r
u
c
k
a
t
t
h
e
l
i
t
t
l
e
d
a
n
c
e
r
s
.
”

日
本
の
妖
怪
は
刀
を
恐
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
思
い

だ
し
て
︑
刀
を
抜
き
︑
小
人
に
斬
り
か
か
る
︒
す
る
と
︑

“
I
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
t
h
e
y
a
l
l
t
u
r
n
e
d
i
n
t
o
-
w
h
a
t
d
o
y
o
u
t
h
i
n
k
?

T
o
o
t
h
p
i
c
k
s
!

T
h
e
r
e
w
e
r
e
n
o
m
o
r
e
l
i
t
t
l
e
w
a
r
r
i
o
r
s

│

o
n
l
y
a
l
o
t
o
f
o
l
d
t
o
o
t
h
p
i
c
k
s
s
c
a
t
t
e
r
e
d
o
v
e
r
t
h
e
m
a
t
s
.

た
ち
ま
ち
に
し
て
小
人
た
ち
は
消
え
︑
爪
楊
枝
が
畳
の
上
に
散
ら
ば
っ
て
い
た
︒
妻
が
使
っ
た
爪
楊
枝
を
捨
て
ず
︑
畳
の
縁
に
差

し
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒
夫
は
妻
を
叱
り
︑
爪
楊
枝
を
召
使
に
焼
か
せ
る
と
︑
そ
の
後
︑
小
人
が
現
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

“
A
f
t
e
r
t
h
a
t
t
h
e
l
i
t
t
l
e
m
e
n
n
e
v
e
r
c
a
m
e
b
a
c
k
a
g
a
i
n
.
”

と
ハ
ー
ン
は
結
ぶ
︒

﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
の
話
は
こ
こ
で
終
わ
る
の
だ
が
︑
ハ
ー
ン
は
︑
も
う
一
つ
別
の
こ
ん
な
話
が
あ
る
と
し
て
︑
こ
う
続
け
る
︒

怠
け
者
の
女
の
子
が
い
て
︑
梅
の
実
を
食
べ
て
は
︑
種
を
畳
の
間
に
押
し
込
ん
で
い
た
︒
長
い
間
ば
れ
ず
に
い
た
が
︑
つ
い
に
︑
妖

精
た
ち
が
怒
っ
た
︒
夜
ご
と
︑
振
袖
姿
の
小
さ
な
女
た
ち
が
畳
の
間
か
ら
現
れ
て
は
踊
り
ま
わ
り
︑
女
の
子
を
責
め
さ
い
な
む
の
で

あ
る
︒
見
張
り
に
立
っ
た
母
親
が
そ
の
女
た
ち
を
見
つ
け
て
︑
打
ち
付
け
る
と
︑
食
べ
残
し
の
梅
の
種
に
変
わ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
子

供
は
と
て
も
良
い
子
に
な
っ
た
︑
と
い
う
話
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
は
︑
つ
づ
く
梅
の
種
の
話
同
様
︑
ま
ず
は
物
を
大
切
に
︑
畳
を
き
れ
い
に
︑
と
い
う
教
訓
を
こ

め
︑
子
供
の
物
臭
を
戒
め
る
話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒
〝
畳
に
住
ま
う
妖
精
〟
が
い
て
子
供
を
懲
ら
し
め
る
と
い
う
冒

頭
の
設
定
は
︑
読
者
の
英
米
の
子
供
た
ち
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
だ
ろ
う
が
︑
そ
の
妖
精
が
怒
る
の
は
畳
を
汚
さ
れ
︑
空
間
の
清
潔

が
保
た
れ
な
い
時
で
あ
る
︒
ペ
リ
ー
提
督
を
は
じ
め
︑
エ
ド
ワ
ー
ド
・
モ
ー
ス
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
グ
リ
フ
ィ
ス
︑
ネ
リ
ー
・
ブ
ラ
イ

な
ど
︑
明
治
期
の
来
日
外
国
人
の
多
く
が
︑
日
本
の
住
ま
い
や
街
の
清
潔
さ
に
感
嘆
し
た
記
述
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
︒
ハ
ー
ン
も
ま
た
︑
そ
う
し
た
大
人
の
外
国
人
読
者
︵
つ
ま
り
絵
本
の
購
入
者
︶
の
関
心
に
答
え
る
も
の
と
し
て
︑
こ
れ
ら
の

民
話
を
取
り
上
げ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

た
だ
︑
ハ
ー
ン
は
︑
主
題
は
ほ
ぼ
同
じ
爪
楊
枝
の
話
と
︑
梅
の
種
の
話
の
両
方
を
知
っ
て
︑
爪
楊
枝
の
方
を
メ
イ
ン
に
す
え
︑
梅

の
種
の
ほ
う
を
補
足
に
下
げ
て
し
ま
っ
た
︒
縮
緬
本
シ
リ
ー
ズ
で
は
︑
挿
画
が
魅
力
に
な
っ
て
い
る
︒
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
で
も
︑

怠
け
者
の
娘
と
夫
が
登
場
す
る
場
面
は
浮
世
絵
風
に
描
か
れ
︵
図

︶
︑
丑
の
刻
に

2

小
人
の
侍
た
ち
が
現
れ
る
と
こ
ろ
で
は
︑
背
景
に
牛
の
形
が
影
絵
の
よ
う
に
配
さ

れ
て
い
る
︵
図

︶
︒
梅
の
種
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
︑
御
殿
女
中
風
の
小
さ
な
女

3

た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
︵
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︶
︒
表
紙
で
も
︑
畳
の
間
か
ら
出
て
く
る
梅
柄
の

�

着
物
の
女
は
爪
楊
枝
の
侍
と
同
じ
大
き
さ
で
あ
る
︒

な
ら
ば
︑
二
つ
の
話
を
同
格
に
し
て
も
︑
絵
本
と
し
て
は
華
や
ぎ
が
増
し
て
よ

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ハ
ー
ン
は
︑
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂

を
主
に
し
た
︒
そ
れ
は
︑
ひ
と
つ
に
は
︑
爪
楊
枝
と
い
っ
た
〝
も
の
〟
に
命
が
宿

っ
て
妖
怪
と
な
っ
て
現
れ
る
︑
と
い
う
こ
と
を
興
味
深
く
面
白
く
思
っ
た
か
ら
だ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
付
喪
神
︵
つ
く
も
が
み
︶
﹂
︑
器
物
の
妖
怪
で
あ

る
︒
ハ
ー
ン
は
︑
来
日
し
て
す
ぐ
の
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
︑
﹁
日
本
で
は
︑
木
々

に
さ
え
魂
が
あ
る
︒
﹂
と
驚
い
て
い
る
︒
キ
リ
ス
ト
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で
は
人
間
に
し
か
魂
を
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め
な
い
か
ら
だ
が
︑
動
植
物
な
ど
の
生
き
物
だ
け
で
な
く
︑
物
や
道
具
類
に
さ
え
も
命
は
宿
り
う
る
と
す
る
感
性
に
ハ
ー
ン
の
関
心

が
あ
れ
ば
︑
当
然
︑
梅
の
実
の
種
の
妖
怪
よ
り
も
︑
無
機
的
な
物
体
で
あ
る
爪
楊
枝
の
妖
怪
の
話
の
方
に
注
目
し
た
は
ず
な
の
で
あ

る
︒
だ
が
︑
そ
の
よ
う
な
民
俗
学
的
関
心
だ
け
で
こ
の
話
を
取
り
上
げ
た
の
で
も
な
い
ら
し
い
こ
と
が
︑
作
品
を
読
み
込
ん
で
い
く

と
仄
見
え
て
く
る
︒

三
︑
原
話

﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
に
つ
い
て
は
︑
森
銑
三
と
と
も
に
博
覧
強
記
の
編
集
者
・
俳
人
と
し
て
知
ら
れ
る
柴
田
宵
曲
が
﹁
小
さ
な
妖

精
﹂
︵
﹃
妖
異
博
物
館
﹄
一
九
六
三
年
︶
の
な
か
で
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

﹁
小
泉
八
雲
の
書
い
た
﹁
ち
ん
・
ち
ん
・
こ
ば
か
ま
﹂
は
小
さ
な
妖
氣
の
漂
ふ
お
伽
噺
で
あ
る
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
か
う
い
ふ

小
さ
な
妖
精
は
︑
西
洋
の
お
伽
噺
に
は
よ
く
出
て
來
る
か
ら
︑
西
洋
人
に
は
却
つ
て
わ
か
り
い
ゝ
か
も
知
れ
ぬ
が
︑
日
本
に
は
あ
ま

り
同
類
が
な
い
︒
﹁
黑
甜
瑣
語

(

)
﹂
に
あ
る
の
は
︑
秋
の
夜
の
つ
れ
づ
れ
に
獨
り
家
に
居
る
と
︑
疊
の
間
か
ら
筆
の
長
さ
ぐ
ら
ゐ
の
小

5

人
が
三
四
人
出
て
︑
そ
こ
ら
を
駈
け
𢌞𢌞
つ
て
戰
ふ
︒
煙
管
で
こ
れ
を
打
て
ば
︑
皆
消
え
て
な
く
な
つ
た
が
︑
暫
く
し
て
ま
た
一
人
出

て
來
た
︒
今
度
は
鎧
冑
に
身
を
固
め
︑
大
將
軍
の
風
が
あ
る
︒
弓
に
矢
を
つ
が
へ
て
放
つ
の
を
︑
ま
た
煙
管
で
拂
つ
た
が
︑
そ
の
時

矢
に
射
ら
れ
た
と
思
つ
た
の
は
︑
恐
ら
く
自
分
の
煙
管
で
傷
つ
け
た
の
で
あ
ら
う
︒
そ
の
時
以
來
一
眼
に
な
つ
た
︒

│
こ
の
小
人

は
﹁
黑
甜
瑣
語
﹂
の
著
者
も
︑
ど
う
や
ら
幻
想
と
解
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る

(

)
︒
﹂

6

柴
田
宵
曲
は
︑
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
に
漂
う
〝
小
さ
な
妖
気
〟
に
魅
か
れ
る
︒
子
供
向
け
の
絵
本
と
し
て
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と

も
︑
教
訓
的
要
素
も
︑
あ
る
い
は
日
本
古
来
の
付
喪
神
の
要
素
も
さ
し
て
問
わ
ず
︑
﹁
小
泉
八
雲
が
書
い
た
﹂
小
さ
な
妖
精
の
話
は
︑

﹁
日
本
に
は
あ
ま
り
同
類
が
な
い
﹂
と
考
え
た
︒
そ
し
て
﹁
黑
甜
瑣
語
﹂
︵
明
治
二
十
九
年
︶
所
収
の
似
た
不
思
議
な
体
験
談
を
連
想

し
た
︒

だ
が
︑
長
谷
川
武
次
郎
か
ら
の
依
頼
で
出
さ
れ
た
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
は
も
ち
ろ
ん
元
は
日
本
の
昔
話
で
あ
り
︑
佐
渡
︑
備
中
︑

出
雲
に
伝
わ
る
話
を
も
と
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る

(

)
︒
︵
日
本
海
周
辺
地
域
を
中
心
に
伝
わ
る
話
で
あ
る
た
め
︑
江
戸
っ
子
の
柴

7

田
宵
曲
に
は
︑
あ
る
い
は
︑
な
じ
み
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
︶

そ
の
原
話
だ
が
︑
﹃
日
本
昔
話
名
彙
﹄
︵
昭
和
二
十
三
年
︶
の
中
の
﹁
化
物
話
﹂
の
項
が
︑
新
潟
県
佐
渡
に
伝
わ
る
﹁
ち
い
ち
い
小

袴
﹂
︵
﹃
佐
渡
島
昔
話
集
﹄1

3
2

︶
の
話
を
収
録
し
て
い
る
︒
ま
た
類
話
と
し
て
備
中
の
﹁
ち
ん
ち
ん
ち
ょ
ぼ
し
﹂
︵
﹃
民
族
﹄1

-
1
1
6
1

︶
︑
お

よ
び
大
分
県
北
海
部
郡
の
﹁
化
物
話
﹂
︵
﹃
昔
研
﹄1

-
1
8
2

︶
の
名
を
出
典
と
と
も
に
付
し
︑
﹁
ハ
ー
ン
の
訳
し
た
﹁
チ
ン
チ
ン
小
袴
﹂

と
備
中
の
も
の
と
同
じ
も
の
な
る
事
は
間
違
ひ
な
い
︒
﹂
と
記
し
て
い
る

(

)
︒
関
敬
吾
著
﹃
日
本
昔
話
大
成
﹄
︵
昭
和
二
十
五
年
︶
︑
﹃
綜

8

合
日
本
民
俗
語
彙
﹄
︵
昭
和
三
十
年

(

)
︶
で
も
︑
昔
話
の
﹁
ち
い
ち
い
袴
﹂
に
つ
い
て
ほ
ぼ
同
じ
説
明
を
載
せ
て
い
る
︒

9

で
は
︑
ま
ず
佐
渡
の
﹁
ち
い
ち
い
小
袴
﹂
を
確
認
し
よ
う
︒

昔
あ
る
山
家
に
一
人
暮
ら
し
の
婆
が
あ
つ
た
︒
あ
る
晩
の
夜
更
け
︑
い
つ
も
の
や
う
に
一
人
で
糸
を
つ
む
い
で
居
る
と
︑
ど

こ
か
ら
か
一
人
の
小
男
が
来
た
︒
如
何
に
も
小
さ
い
四
角
張
っ
た
男
で
︑
キ
チ
ン
と
袴
を
は
い
て
ゐ
る
︒
﹁
お
婆
さ
ん
淋
し
い

だ
ら
う
︒
ワ
シ
が
踊
つ
て
見
ま
せ
う
﹂
と
て
︑

チ
イ
チ
イ
ば
か
ま
に
木
脇
差
を
差
し
て
︑
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め
な
い
か
ら
だ
が
︑
動
植
物
な
ど
の
生
き
物
だ
け
で
な
く
︑
物
や
道
具
類
に
さ
え
も
命
は
宿
り
う
る
と
す
る
感
性
に
ハ
ー
ン
の
関
心

が
あ
れ
ば
︑
当
然
︑
梅
の
実
の
種
の
妖
怪
よ
り
も
︑
無
機
的
な
物
体
で
あ
る
爪
楊
枝
の
妖
怪
の
話
の
方
に
注
目
し
た
は
ず
な
の
で
あ

る
︒
だ
が
︑
そ
の
よ
う
な
民
俗
学
的
関
心
だ
け
で
こ
の
話
を
取
り
上
げ
た
の
で
も
な
い
ら
し
い
こ
と
が
︑
作
品
を
読
み
込
ん
で
い
く

と
仄
見
え
て
く
る
︒

三
︑
原
話

﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
に
つ
い
て
は
︑
森
銑
三
と
と
も
に
博
覧
強
記
の
編
集
者
・
俳
人
と
し
て
知
ら
れ
る
柴
田
宵
曲
が
﹁
小
さ
な
妖

精
﹂
︵
﹃
妖
異
博
物
館
﹄
一
九
六
三
年
︶
の
な
か
で
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

﹁
小
泉
八
雲
の
書
い
た
﹁
ち
ん
・
ち
ん
・
こ
ば
か
ま
﹂
は
小
さ
な
妖
氣
の
漂
ふ
お
伽
噺
で
あ
る
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
か
う
い
ふ

小
さ
な
妖
精
は
︑
西
洋
の
お
伽
噺
に
は
よ
く
出
て
來
る
か
ら
︑
西
洋
人
に
は
却
つ
て
わ
か
り
い
ゝ
か
も
知
れ
ぬ
が
︑
日
本
に
は
あ
ま

り
同
類
が
な
い
︒
﹁
黑
甜
瑣
語

(

)
﹂
に
あ
る
の
は
︑
秋
の
夜
の
つ
れ
づ
れ
に
獨
り
家
に
居
る
と
︑
疊
の
間
か
ら
筆
の
長
さ
ぐ
ら
ゐ
の
小

5

人
が
三
四
人
出
て
︑
そ
こ
ら
を
駈
け
𢌞𢌞
つ
て
戰
ふ
︒
煙
管
で
こ
れ
を
打
て
ば
︑
皆
消
え
て
な
く
な
つ
た
が
︑
暫
く
し
て
ま
た
一
人
出

て
來
た
︒
今
度
は
鎧
冑
に
身
を
固
め
︑
大
將
軍
の
風
が
あ
る
︒
弓
に
矢
を
つ
が
へ
て
放
つ
の
を
︑
ま
た
煙
管
で
拂
つ
た
が
︑
そ
の
時

矢
に
射
ら
れ
た
と
思
つ
た
の
は
︑
恐
ら
く
自
分
の
煙
管
で
傷
つ
け
た
の
で
あ
ら
う
︒
そ
の
時
以
來
一
眼
に
な
つ
た
︒

│
こ
の
小
人

は
﹁
黑
甜
瑣
語
﹂
の
著
者
も
︑
ど
う
や
ら
幻
想
と
解
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る

(

)
︒
﹂

6

柴
田
宵
曲
は
︑
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
に
漂
う
〝
小
さ
な
妖
気
〟
に
魅
か
れ
る
︒
子
供
向
け
の
絵
本
と
し
て
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と

も
︑
教
訓
的
要
素
も
︑
あ
る
い
は
日
本
古
来
の
付
喪
神
の
要
素
も
さ
し
て
問
わ
ず
︑
﹁
小
泉
八
雲
が
書
い
た
﹂
小
さ
な
妖
精
の
話
は
︑

﹁
日
本
に
は
あ
ま
り
同
類
が
な
い
﹂
と
考
え
た
︒
そ
し
て
﹁
黑
甜
瑣
語
﹂
︵
明
治
二
十
九
年
︶
所
収
の
似
た
不
思
議
な
体
験
談
を
連
想

し
た
︒

だ
が
︑
長
谷
川
武
次
郎
か
ら
の
依
頼
で
出
さ
れ
た
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
は
も
ち
ろ
ん
元
は
日
本
の
昔
話
で
あ
り
︑
佐
渡
︑
備
中
︑

出
雲
に
伝
わ
る
話
を
も
と
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る

(

)
︒
︵
日
本
海
周
辺
地
域
を
中
心
に
伝
わ
る
話
で
あ
る
た
め
︑
江
戸
っ
子
の
柴

7

田
宵
曲
に
は
︑
あ
る
い
は
︑
な
じ
み
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
︶

そ
の
原
話
だ
が
︑
﹃
日
本
昔
話
名
彙
﹄
︵
昭
和
二
十
三
年
︶
の
中
の
﹁
化
物
話
﹂
の
項
が
︑
新
潟
県
佐
渡
に
伝
わ
る
﹁
ち
い
ち
い
小

袴
﹂
︵
﹃
佐
渡
島
昔
話
集
﹄1

3
2

︶
の
話
を
収
録
し
て
い
る
︒
ま
た
類
話
と
し
て
備
中
の
﹁
ち
ん
ち
ん
ち
ょ
ぼ
し
﹂
︵
﹃
民
族
﹄1

-
1
1
6
1

︶
︑
お

よ
び
大
分
県
北
海
部
郡
の
﹁
化
物
話
﹂
︵
﹃
昔
研
﹄1

-
1
8
2

︶
の
名
を
出
典
と
と
も
に
付
し
︑
﹁
ハ
ー
ン
の
訳
し
た
﹁
チ
ン
チ
ン
小
袴
﹂

と
備
中
の
も
の
と
同
じ
も
の
な
る
事
は
間
違
ひ
な
い
︒
﹂
と
記
し
て
い
る

(

)
︒
関
敬
吾
著
﹃
日
本
昔
話
大
成
﹄
︵
昭
和
二
十
五
年
︶
︑
﹃
綜

8

合
日
本
民
俗
語
彙
﹄
︵
昭
和
三
十
年

(

)
︶
で
も
︑
昔
話
の
﹁
ち
い
ち
い
袴
﹂
に
つ
い
て
ほ
ぼ
同
じ
説
明
を
載
せ
て
い
る
︒

9

で
は
︑
ま
ず
佐
渡
の
﹁
ち
い
ち
い
小
袴
﹂
を
確
認
し
よ
う
︒

昔
あ
る
山
家
に
一
人
暮
ら
し
の
婆
が
あ
つ
た
︒
あ
る
晩
の
夜
更
け
︑
い
つ
も
の
や
う
に
一
人
で
糸
を
つ
む
い
で
居
る
と
︑
ど

こ
か
ら
か
一
人
の
小
男
が
来
た
︒
如
何
に
も
小
さ
い
四
角
張
っ
た
男
で
︑
キ
チ
ン
と
袴
を
は
い
て
ゐ
る
︒
﹁
お
婆
さ
ん
淋
し
い

だ
ら
う
︒
ワ
シ
が
踊
つ
て
見
ま
せ
う
﹂
と
て
︑

チ
イ
チ
イ
ば
か
ま
に
木
脇
差
を
差
し
て
︑
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こ
れ
ば
あ
さ
ん
︑
ネ
ン
ネ
ン
や

と
節
面
白
く
唄
ひ
乍
ら
踊
つ
て
ど
こ
か
へ
消
え
て
し
ま
つ
た
︒
お
婆
さ
ん
は
気
味
悪
く
思
つ
て
夜
を
明
し
︑
家
中
調
べ
た
ら
縁

の
下
に
只
小
さ
い
か
ね
つ
け
楊
子
の
古
い
の
が
出
て
き
た
︒
早
速
焼
棄
て
た
ら
そ
の
夜
か
ら
は
︑
何
の
不
思
議
も
無
か
つ
た
︒

昔
か
ら
か
ね
つ
け
楊
子
の
古
い
の
は
皆
揃
へ
て
焼
捨
て
る
も
の
と
い
ふ
︒│

新
潟
県
佐
渡

│
︵
﹃
日
本
昔
話
名
彙

(

)
﹄
)

10

そ
し
て
﹁
ハ
ー
ン
の
訳
し
た
﹁
チ
ン
チ
ン
小
袴
﹂
と
備
中
の
も
の
と
同
じ
も
の
な
る
事
は
間
違
ひ
な
い
﹂
︵
﹃
日
本
昔
話
名
彙
﹄
︶
と

い
う
備
中
の
﹁
ち
ん
ち
ん
ち
ょ
ぼ
し
﹂
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
︒

昔
或
家
の
女
房
が
夫
の
留
守
に
︑
夜
分
た
だ
一
人
で
縫
い
も
の
を
し
て
ゐ
る
と
︑
た
け
一
寸
ば
か
り
の
小
人
が
何
十
人
と
い

ふ
程
︑
行
列
を
作
っ
て
部
屋
の
中
を
練
り
あ
る
い
た
︒
お
大
名
の
行
列
の
や
う
に
槍
を
立
て
︑
中
に
は
駕
籠
に
乗
つ
て
ゐ
る
者

も
あ
つ
た
︒

ち
ん
ち
ん
ち
よ
ぼ
し
︑
夜
も
更
け
候
へ
ば
︑
御
殿
坊
の
お
ん
帰
り
︑
ほ
い
ほ
い

と
謂
つ
て
あ
る
い
た
︒
怖
ろ
し
く
て
一
晩
中
睡
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
︒
翌
日
主
人
が
還
っ
て
此
の
話
を
聴
き
︑
今
夜
も
来

る
か
試
し
て
見
よ
う
と
︑
外
へ
出
た
ふ
り
を
し
て
隠
れ
て
見
て
ゐ
る
と
︑
や
は
り
同
じ
様
に
︑

ち
ん
ち
ん
ち
よ
ぼ
し
︑
夜
も
更
け
候
へ
ば
︑
御
殿
坊
の
お
ん
帰
り
︑
ほ
い
ほ
い

と
謂
ひ
な
が
ら
︑
部
屋
の
中
を
ね
つ
て
あ
る
く
の
で
︑
い
き
な
り
物
陰
か
ら
飛
出
し
て
刀
を
抜
い
て
其
行
列
を
切
拂
う
と
︑
忽

ち
姿
を
消
し
て
し
ま
つ
た
︒
不
思
議
に
思
つ
て
畳
を
あ
げ
て
見
る
と
︑
短
か
く
折
つ
た
箸
が
幾
ら
と
も
な
く
散
ら
ば
つ
て
居

た
︒是

は
若
い
女
房
が
箸
を
粗
末
に
し
て
折
つ
て
捨
て
る
の
で
︑
其
精
が
斯
う
し
て
現
は
れ
た
の
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
︒

此
の
話
は
私
の
郷
里
備
中
で
聴
い
た
も
の
だ
が
︑
出
雲
に
も
同
じ
話
が
行
は
れ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︒

︵
﹁
昔
話
二
つ

原
田
譲
二
﹂
︵
雑
誌
﹃
民
族
﹄
︑
大
正
十
五
年
九
月
号

(

)
)

11

こ
こ
で
︑
こ
の
二
つ
の
話
を
改
め
て
ハ
ー
ン
の
作
品
と
比
べ
て
み
れ
ば
︑
共
通
す
る
要
素
と
し
て
︑
双
方
と
も
夜
中
に
小
人
が
出

て
き
て
歌
い
踊
り
︑
佐
渡
の
場
合
は
御
婆
さ
ん
を
︑
備
中
と
出
雲
の
場
合
は
妻
を
か
ら
か
う
︒
そ
の
歌
の
歌
詞
も
似
て
い
る
︒
朝
に

な
っ
て
調
べ
る
と
︑
佐
渡
の
場
合
は
縁
の
下
に
か
ね
つ
け
楊
枝
が
︑
備
中
と
出
雲
の
場
合
は
畳
の
下
に
箸
が
打
ち
捨
て
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
分
か
り
︑
き
ち
ん
と
片
づ
け
た
ら
︑
も
う
そ
の
妖
怪
は
出
て
こ
な
く
な
っ
た
︑
と
い
う
の
も
一
緒
で
あ
る
︒

﹁
ち
ん
ち
ん
ち
ょ
ぼ
し
﹂
の
方
が
ハ
ー
ン
の
原
話
と
さ
れ
た
の
は
︑
出
雲
に
も
伝
わ
る
話
だ
と
い
う
こ
と
に
加
え
︑
怠
け
者
の
妻

と
い
う
設
定
︑
夫
の
登
場
︑
夫
が
刀
で
切
り
つ
け
る
と
い
っ
た
細
部
が
同
じ
だ
か
ら
と
思
わ
れ
る
︒
だ
が
︑
出
て
く
る
の
が
楊
枝
の

妖
怪
で
︑
小
人
が
裃
姿
に
刀
を
さ
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
︑
そ
し
て
題
名
の
〝
袴
〟
に
注
目
す
れ
ば
︑
ハ
ー
ン
作
品
は
む
し
ろ
︑
佐

渡
の
話
に
近
い
︒
特
に
示
唆
的
な
の
が
縮
緬
本
の
最
後
に
添
え
ら
れ
た
小
さ
な
雀
の
カ
ッ
ト
︵
図

︶
で
あ
る
︒

�

題
の
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
﹁
ち
い
ち
い
袴
﹂
に
つ
い
て
は
︑
柳
田
国
男
が
﹁
野
草
雑
記
﹂
︵
一
九
四
〇
年
︶
の
な
か
の
﹁
雀
の
袴
﹂

と
い
う
項
目
で
︑
こ
う
述
べ
て
い
る
︒
佐
渡
の
方
言
で
は
︑
道
端
に
黄
色
の
小
花
を
咲
か
せ
る
雑
草
の
カ
タ
バ
ミ
の
こ
と
を
﹁
雀
の

袴
﹂
と
い
う
︒
そ
れ
は
葉
の
形
が
折
り
畳
ん
だ
小
さ
な
袴
に
似
て
い
る
か
ら
だ
︒
ま
た
こ
の
地
方
の
子
供
言
葉
で
雀
の
こ
と
を
﹁
ち
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こ
れ
ば
あ
さ
ん
︑
ネ
ン
ネ
ン
や

と
節
面
白
く
唄
ひ
乍
ら
踊
つ
て
ど
こ
か
へ
消
え
て
し
ま
つ
た
︒
お
婆
さ
ん
は
気
味
悪
く
思
つ
て
夜
を
明
し
︑
家
中
調
べ
た
ら
縁

の
下
に
只
小
さ
い
か
ね
つ
け
楊
子
の
古
い
の
が
出
て
き
た
︒
早
速
焼
棄
て
た
ら
そ
の
夜
か
ら
は
︑
何
の
不
思
議
も
無
か
つ
た
︒

昔
か
ら
か
ね
つ
け
楊
子
の
古
い
の
は
皆
揃
へ
て
焼
捨
て
る
も
の
と
い
ふ
︒│

新
潟
県
佐
渡

│
︵
﹃
日
本
昔
話
名
彙

(

)
﹄
)

10

そ
し
て
﹁
ハ
ー
ン
の
訳
し
た
﹁
チ
ン
チ
ン
小
袴
﹂
と
備
中
の
も
の
と
同
じ
も
の
な
る
事
は
間
違
ひ
な
い
﹂
︵
﹃
日
本
昔
話
名
彙
﹄
︶
と

い
う
備
中
の
﹁
ち
ん
ち
ん
ち
ょ
ぼ
し
﹂
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
︒

昔
或
家
の
女
房
が
夫
の
留
守
に
︑
夜
分
た
だ
一
人
で
縫
い
も
の
を
し
て
ゐ
る
と
︑
た
け
一
寸
ば
か
り
の
小
人
が
何
十
人
と
い

ふ
程
︑
行
列
を
作
っ
て
部
屋
の
中
を
練
り
あ
る
い
た
︒
お
大
名
の
行
列
の
や
う
に
槍
を
立
て
︑
中
に
は
駕
籠
に
乗
つ
て
ゐ
る
者

も
あ
つ
た
︒

ち
ん
ち
ん
ち
よ
ぼ
し
︑
夜
も
更
け
候
へ
ば
︑
御
殿
坊
の
お
ん
帰
り
︑
ほ
い
ほ
い

と
謂
つ
て
あ
る
い
た
︒
怖
ろ
し
く
て
一
晩
中
睡
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
︒
翌
日
主
人
が
還
っ
て
此
の
話
を
聴
き
︑
今
夜
も
来

る
か
試
し
て
見
よ
う
と
︑
外
へ
出
た
ふ
り
を
し
て
隠
れ
て
見
て
ゐ
る
と
︑
や
は
り
同
じ
様
に
︑

ち
ん
ち
ん
ち
よ
ぼ
し
︑
夜
も
更
け
候
へ
ば
︑
御
殿
坊
の
お
ん
帰
り
︑
ほ
い
ほ
い

と
謂
ひ
な
が
ら
︑
部
屋
の
中
を
ね
つ
て
あ
る
く
の
で
︑
い
き
な
り
物
陰
か
ら
飛
出
し
て
刀
を
抜
い
て
其
行
列
を
切
拂
う
と
︑
忽

ち
姿
を
消
し
て
し
ま
つ
た
︒
不
思
議
に
思
つ
て
畳
を
あ
げ
て
見
る
と
︑
短
か
く
折
つ
た
箸
が
幾
ら
と
も
な
く
散
ら
ば
つ
て
居

た
︒是

は
若
い
女
房
が
箸
を
粗
末
に
し
て
折
つ
て
捨
て
る
の
で
︑
其
精
が
斯
う
し
て
現
は
れ
た
の
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
︒

此
の
話
は
私
の
郷
里
備
中
で
聴
い
た
も
の
だ
が
︑
出
雲
に
も
同
じ
話
が
行
は
れ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︒

︵
﹁
昔
話
二
つ

原
田
譲
二
﹂
︵
雑
誌
﹃
民
族
﹄
︑
大
正
十
五
年
九
月
号

(

)
)

11

こ
こ
で
︑
こ
の
二
つ
の
話
を
改
め
て
ハ
ー
ン
の
作
品
と
比
べ
て
み
れ
ば
︑
共
通
す
る
要
素
と
し
て
︑
双
方
と
も
夜
中
に
小
人
が
出

て
き
て
歌
い
踊
り
︑
佐
渡
の
場
合
は
御
婆
さ
ん
を
︑
備
中
と
出
雲
の
場
合
は
妻
を
か
ら
か
う
︒
そ
の
歌
の
歌
詞
も
似
て
い
る
︒
朝
に

な
っ
て
調
べ
る
と
︑
佐
渡
の
場
合
は
縁
の
下
に
か
ね
つ
け
楊
枝
が
︑
備
中
と
出
雲
の
場
合
は
畳
の
下
に
箸
が
打
ち
捨
て
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
分
か
り
︑
き
ち
ん
と
片
づ
け
た
ら
︑
も
う
そ
の
妖
怪
は
出
て
こ
な
く
な
っ
た
︑
と
い
う
の
も
一
緒
で
あ
る
︒

﹁
ち
ん
ち
ん
ち
ょ
ぼ
し
﹂
の
方
が
ハ
ー
ン
の
原
話
と
さ
れ
た
の
は
︑
出
雲
に
も
伝
わ
る
話
だ
と
い
う
こ
と
に
加
え
︑
怠
け
者
の
妻

と
い
う
設
定
︑
夫
の
登
場
︑
夫
が
刀
で
切
り
つ
け
る
と
い
っ
た
細
部
が
同
じ
だ
か
ら
と
思
わ
れ
る
︒
だ
が
︑
出
て
く
る
の
が
楊
枝
の

妖
怪
で
︑
小
人
が
裃
姿
に
刀
を
さ
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
︑
そ
し
て
題
名
の
〝
袴
〟
に
注
目
す
れ
ば
︑
ハ
ー
ン
作
品
は
む
し
ろ
︑
佐

渡
の
話
に
近
い
︒
特
に
示
唆
的
な
の
が
縮
緬
本
の
最
後
に
添
え
ら
れ
た
小
さ
な
雀
の
カ
ッ
ト
︵
図

︶
で
あ
る
︒

�

題
の
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
﹁
ち
い
ち
い
袴
﹂
に
つ
い
て
は
︑
柳
田
国
男
が
﹁
野
草
雑
記
﹂
︵
一
九
四
〇
年
︶
の
な
か
の
﹁
雀
の
袴
﹂

と
い
う
項
目
で
︑
こ
う
述
べ
て
い
る
︒
佐
渡
の
方
言
で
は
︑
道
端
に
黄
色
の
小
花
を
咲
か
せ
る
雑
草
の
カ
タ
バ
ミ
の
こ
と
を
﹁
雀
の

袴
﹂
と
い
う
︒
そ
れ
は
葉
の
形
が
折
り
畳
ん
だ
小
さ
な
袴
に
似
て
い
る
か
ら
だ
︒
ま
た
こ
の
地
方
の
子
供
言
葉
で
雀
の
こ
と
を
﹁
ち
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い
ち
い
﹂
︑
そ
こ
か
ら
カ
タ
バ
ミ
を
﹁
チ
ン
チ
ン
草
﹂
と
い
い
︑
備
前
や
石
見
で
も
そ
う
言
う
︒
そ
し
て
︑
柳
田
は
︑
昔
話
の
﹁
ち

ん
ち
ん
小
袴
﹂
と
い
う
言
葉
も
こ
の
よ
う
な
連
想
を
さ
そ
う
︑
と
付
け
加
え
て
い
る

(

)
︒

12

﹁
ち
い
ち
い
袴
﹂
す
な
わ
ち
﹁
雀
の
袴
﹂
︑
つ
ま
り
小
さ
な
カ
タ
バ
ミ
の
葉
の
こ
と
だ
と
知
る

(

)
と
︑
佐
渡
の
話
の
な
か
で
︑
小
人
の

13

姿
を
︑
﹁
如
何
に
も
小
さ
い
四
角
ば
つ
た
男
で
︑
き
ち
ん
と
袴
を
は
い
て
ゐ
る
﹂
と
描
い
て
い
る
の
が
急
に
納
得
で
き
る
︒
ま
た
︑

ハ
ー
ン
の
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
の
末
尾
の
一
見
何
気
な
い
雀
と
楊
枝
の
挿
絵

︵
図

︶
も
︑
絵
師
が
言
葉
の
意
味
を
知
っ
て
い
て
添
え
た
絵
だ
と
わ
か
っ
て
︑

5

面
白
い
︒
裏
表
紙
に
は
︑
小
人
た
ち
が
消
え
ゆ
く
場
面
が
墨
色
の
ぼ
か
し
で
幻

想
的
に
描
か
れ
て
い
る
が
︵
図

︶
︑
そ
の
後
ろ
姿
が
小
さ
な
六
角
形
を
散
ら

6

し
た
よ
う
で
︑
い
か
に
も
カ
タ
バ
ミ
の
小
葉
ら
し
く
見
え
て
く
る
︒
長
谷
川
が

ハ
ー
ン
と
絵
師
に
提
示
し
た
の
は
︑
ま
ず
は
佐
渡
の
話
で
あ
り
︑
そ
こ
に
備
中

の
話
の
要
素
が
付
加
さ
れ
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
︒

た
だ
︑
佐
渡
・
備
中
の
話
と
ハ
ー
ン
の
作
品
に
は
︑
違
い
が
あ
る
︒
原
話
で

は
︑
御
婆
さ
ん
な
り
︑
夫
な
り
が
後
で
調
べ
て
み
た
ら
︑
捨
て
ら
れ
た
鉄
漿
付

け
楊
枝
や
箸
が
あ
っ
て
︑
妖
怪
の
正
体
が
わ
か
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
ハ
ー
ン
の

作
品
で
は
︑
夫
が
刀
で
斬
り
つ
け
る
と
︑
そ
の
瞬
間
︑
小
人
た
ち
が
消
え
て
︑

無
数
の
爪
楊
枝
が
畳
の
上
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
も
ハ
ー
ン
の

爪
楊
枝
は
︑
原
話
の
箸
や
鉄
漿
付
け
楊
枝
よ
り
︑
ず
っ
と
細
く
小
さ
い
︒

“
T
h
e
r
e
w
e
r
e
n
o
m
o
r
e
l
i
t
t
l
e
w
a
r
r
i
o
r
s

│

o
n
l
y
a
l
o
t
o
f
o
l
d
t
o
o
t
h
p
i
c
k
s
s
c
a
t
t
e
r
e
d
o
v
e
r
t
h
e
m
a
t
s
.
”

と
ハ
ー
ン
は
記
す
︒
刀
を
振
り

下
ろ
す
と
︑
小
人
た
ち
が
︑
は
ら
は
ら
と
爪
楊
枝
と
化
す
︒
小
人
た
ち
の
そ
れ
ま
で
の
賑
や
か
な
囃
子
歌
が
消
え
て
︑
深
夜
︑
丑
の

刻
の
静
け
さ
が
支
配
す
る
な
か
︑
夫
は
無
言
の
ま
ま
︑
畳
の
上
に
散
ら
ば
っ
た
細
い
針
の
よ
う
な
爪
楊
枝
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
︒
印

象
的
な
場
面
で
あ
り
︑
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
︒
ハ
ー
ン
は
︑
原
話
に
な
い
︑
こ
の
部
分
を
挿
入
し
た
︒

つ
ま
り
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
何
か
心
の
奥
か
ら
湧
き
上
が
っ
て
く
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︒
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い
ち
い
﹂
︑
そ
こ
か
ら
カ
タ
バ
ミ
を
﹁
チ
ン
チ
ン
草
﹂
と
い
い
︑
備
前
や
石
見
で
も
そ
う
言
う
︒
そ
し
て
︑
柳
田
は
︑
昔
話
の
﹁
ち

ん
ち
ん
小
袴
﹂
と
い
う
言
葉
も
こ
の
よ
う
な
連
想
を
さ
そ
う
︑
と
付
け
加
え
て
い
る

(

)
︒

12

﹁
ち
い
ち
い
袴
﹂
す
な
わ
ち
﹁
雀
の
袴
﹂
︑
つ
ま
り
小
さ
な
カ
タ
バ
ミ
の
葉
の
こ
と
だ
と
知
る

(

)
と
︑
佐
渡
の
話
の
な
か
で
︑
小
人
の

13

姿
を
︑
﹁
如
何
に
も
小
さ
い
四
角
ば
つ
た
男
で
︑
き
ち
ん
と
袴
を
は
い
て
ゐ
る
﹂
と
描
い
て
い
る
の
が
急
に
納
得
で
き
る
︒
ま
た
︑

ハ
ー
ン
の
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
の
末
尾
の
一
見
何
気
な
い
雀
と
楊
枝
の
挿
絵

︵
図

︶
も
︑
絵
師
が
言
葉
の
意
味
を
知
っ
て
い
て
添
え
た
絵
だ
と
わ
か
っ
て
︑

5

面
白
い
︒
裏
表
紙
に
は
︑
小
人
た
ち
が
消
え
ゆ
く
場
面
が
墨
色
の
ぼ
か
し
で
幻

想
的
に
描
か
れ
て
い
る
が
︵
図

︶
︑
そ
の
後
ろ
姿
が
小
さ
な
六
角
形
を
散
ら

6

し
た
よ
う
で
︑
い
か
に
も
カ
タ
バ
ミ
の
小
葉
ら
し
く
見
え
て
く
る
︒
長
谷
川
が

ハ
ー
ン
と
絵
師
に
提
示
し
た
の
は
︑
ま
ず
は
佐
渡
の
話
で
あ
り
︑
そ
こ
に
備
中

の
話
の
要
素
が
付
加
さ
れ
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
︒

た
だ
︑
佐
渡
・
備
中
の
話
と
ハ
ー
ン
の
作
品
に
は
︑
違
い
が
あ
る
︒
原
話
で

は
︑
御
婆
さ
ん
な
り
︑
夫
な
り
が
後
で
調
べ
て
み
た
ら
︑
捨
て
ら
れ
た
鉄
漿
付

け
楊
枝
や
箸
が
あ
っ
て
︑
妖
怪
の
正
体
が
わ
か
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
ハ
ー
ン
の

作
品
で
は
︑
夫
が
刀
で
斬
り
つ
け
る
と
︑
そ
の
瞬
間
︑
小
人
た
ち
が
消
え
て
︑

無
数
の
爪
楊
枝
が
畳
の
上
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
も
ハ
ー
ン
の

爪
楊
枝
は
︑
原
話
の
箸
や
鉄
漿
付
け
楊
枝
よ
り
︑
ず
っ
と
細
く
小
さ
い
︒

“
T
h
e
r
e
w
e
r
e
n
o
m
o
r
e
l
i
t
t
l
e
w
a
r
r
i
o
r
s

│

o
n
l
y
a
l
o
t
o
f
o
l
d
t
o
o
t
h
p
i
c
k
s
s
c
a
t
t
e
r
e
d
o
v
e
r
t
h
e
m
a
t
s
.
”

と
ハ
ー
ン
は
記
す
︒
刀
を
振
り

下
ろ
す
と
︑
小
人
た
ち
が
︑
は
ら
は
ら
と
爪
楊
枝
と
化
す
︒
小
人
た
ち
の
そ
れ
ま
で
の
賑
や
か
な
囃
子
歌
が
消
え
て
︑
深
夜
︑
丑
の

刻
の
静
け
さ
が
支
配
す
る
な
か
︑
夫
は
無
言
の
ま
ま
︑
畳
の
上
に
散
ら
ば
っ
た
細
い
針
の
よ
う
な
爪
楊
枝
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
︒
印

象
的
な
場
面
で
あ
り
︑
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
︒
ハ
ー
ン
は
︑
原
話
に
な
い
︑
こ
の
部
分
を
挿
入
し
た
︒

つ
ま
り
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
何
か
心
の
奥
か
ら
湧
き
上
が
っ
て
く
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︒
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そ
し
て
実
は
ハ
ー
ン
晩
年
の
﹁
ひ
ま
わ
り
﹂
と
い
う
文
章
に
︑
似
た
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
の

妖
怪
が
な
ぜ
爪
楊
枝
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
箸
や
梅
の
種
で
は
だ
め
か
と
い
う
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
︒

四
︑
ハ
ー
ン
﹁
ひ
ま
わ
り
﹂

﹁
ひ
ま
わ
り
﹂(

“
H
i
-
m
a
w
a
r
i
”
)

は
︑
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
す
ご
し
た
子
供
の
頃
の
思
い
出
を
つ
づ
っ
た
短
い
随
想
で
︑
﹃
怪
談
﹄

(
K
w
a
i
d
a
n

│

S
t
o
r
i
e
s
a
n
d
S
t
u
d
i
e
s
o
f
S
t
r
a
n
g
e
T
h
i
n
g
s
,
1
9
0
4
)

の
最
後
の
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
不
思
議
な
竪
琴
弾
き
の
歌
う
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
民
謡
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
︑
時
期
的
に
は
︑
ち
ょ
う
ど
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
を
書
い
た
こ
ろ
と
重
な
る
︒
追

憶
は
こ
う
始
ま
る
︒

O
n
t
h
e
w
o
o
d
e
d
h
i
l
l
s
b
e
h
i
n
d
t
h
e
h
o
u
s
e
R
o
b
e
r
t
a
n
d
I
a
r
e
l
o
o
k
i
n
g
f
o
r
f
a
i
r
y
-
r
i
n
g
s
.

(﹁
家
の
裏
の
︑
森
に
な
っ
た
岡
の
上
で
︑
ロ
バ
ー
ト
と
ぼ
く
は
妖
精
の
輪
を
探
し
て
い
る
︒
﹂
︶

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
な
ど
ケ
ル
ト
の
伝
説
で
は
︑
妖
精
は
地
面
の
下
に
棲
ん
で
い
て
︑
夜
︑
地
上
に
現
れ
︑
月
の
光
の
な
か
︑
輪
に
な

っ
て
踊
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
踊
り
の
輪
の
中
に
う
っ
か
り
引
き
込
ま
れ
る
と
︑
こ
の
世
に
戻
っ
て
こ
ら
れ
な
く
な
る
の
だ
が
︑

妖
精
た
ち
が
踊
っ
た
跡
は
草
地
に
丸
く
残
る
︒
そ
れ
が
〝
妖
精
の
輪
〟
で
あ
る
︒

森
の
な
か
で
︑
妖
精
の
輪
を
探
す
二
人
の
子
供
の
姿
を
映
し
出
し
た
ハ
ー
ン
は
続
け
て
述
べ
る
︒

﹁
ロ
バ
ー
ト
は
八
つ
で
︑
愛
ら
し
く
て
︑
と
て
も
利
口
だ
︒
ぼ
く
は
七
つ
に
な
っ
た
ば
か
り
で
︑
⁝
そ
れ
で
ロ
バ
ー
ト
を
す
ご
く

尊
敬
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
お
日
様
が
か
く
や
く
と
輝
く
八
月
の
日
で
︑
暑
い
大
気
は
︑
刺
す
よ
う
に
鋭
い
︑
甘
酸
っ
ぱ
い
松
脂
の
匂

い
で
満
ち
て
い
た
︒
﹂

“
W
e
d
o
n
o
t
f
i
n
d
a
n
y
f
a
i
r
y
-
r
i
n
g
s
;
b
u
t
w
e
f
i
n
d
a
g
r
e
a
t
m
a
n
y
p
i
n
e
-
c
o
n
e
s
i
n
t
h
e
h
i
g
h
g
r
a
s
s
.
.
.
.
.
.
”

妖
精
の
輪
は
み
つ
か
ら
な
い
が
︑
か
わ
り
に
︑
松
ぼ
っ
く
り
が
沢
山
落
ち
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
フ
ェ
ア
リ
ー
・
リ
ン
グ
︑
妖
精
の
輪
の
な
か
で
不
覚
に
も
眠
っ
て
し
ま
っ
た
男
が
行
方
知
ら
ず
と
な
っ

た
と
い
う
ケ
ル
ト
の
昔
話
を
思
い
出
し
︑
ロ
バ
ー
ト
に
話
す
︒
す
る
と
︑

“
T
h
e
y
e
a
t
n
o
t
h
i
n
g
b
u
t
t
h
e
p
o
i
n
t
s
o
f
n
e
e
d
l
e
s
,
y
o
u
k
n
o
w
,
”
s
a
y
s
R
o
b
e
r
t
.

“
W
h
o
?
”
I
a
s
k
.

“
G
o
b
l
i
n
s
,
”
R
o
b
e
r
t
a
n
s
w
e
r
s
.

ロ
バ
ー
ト
が
︑
﹁
あ
い
つ
ら
は
尖
っ
た
針
の
先
し
か
食
べ
な
い
の
だ
よ
﹂
と
言
う
︒
﹁
誰
が
﹂
と
ぼ
く
は
聞
く
︒
﹁
ゴ
ブ
リ
ン
た
ち

さ
﹂
と
ロ
バ
ー
ト
が
答
え
る
︒

二
人
の
ま
わ
り
に
は
︑
松
ぼ
っ
く
り
が
た
く
さ
ん
落
ち
て
い
て
︑
当
然
︑
地
面
に
は
枯
れ
た
松
葉
も
無
数
に
落
ち
て
い
る
︒
そ
の

細
く
尖
っ
た
茶
色
の
松
葉
が
︑
針
を
連
想
さ
せ
︑
針
の
先
を
食
べ
る
と
い
う

“
G
o
b
l
i
n
s
,
”

︑
妖
精
や
妖
怪
の
存
在
が
急
に
身
近
に
な

る
の
で
あ
る
︒
そ
の
と
き
︑
ジ
プ
シ
ー
風
の
竪
琴
弾
き
が
や
っ
て
き
て
︑
不
思
議
な
歌
を
歌
う
︒
作
品
の
中
で
は
︑
こ
の
歌
と
︑
や

が
て
早
死
す
る
こ
と
に
な
る
ロ
バ
ー
ト
を
め
ぐ
る
ハ
ー
ン
の
追
憶
が
続
く
︒

静
か
な
幻
想
性
が
漂
う
こ
の
冒
頭
の
場
面
で
は
︑
幼
い
日
の
ハ
ー
ン
が
︑
地
面
一
面
に
散
ら
ば
る
針
の
よ
う
な
松
葉
を
み
つ
め
︑

地
面
の
下
に
潜
む
妖
精
︑
妖
怪
の
存
在
を
︑
い
わ
ば
異
世
界
の
存
在
を
感
じ
て
い
る
︒
目
に
見
え
ぬ
妖
精
の
踊
り
の
輪
が
ま
ざ
ま
ざ
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そ
し
て
実
は
ハ
ー
ン
晩
年
の
﹁
ひ
ま
わ
り
﹂
と
い
う
文
章
に
︑
似
た
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
の

妖
怪
が
な
ぜ
爪
楊
枝
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
箸
や
梅
の
種
で
は
だ
め
か
と
い
う
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
︒

四
︑
ハ
ー
ン
﹁
ひ
ま
わ
り
﹂

﹁
ひ
ま
わ
り
﹂(

“
H
i
-
m
a
w
a
r
i
”
)

は
︑
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
す
ご
し
た
子
供
の
頃
の
思
い
出
を
つ
づ
っ
た
短
い
随
想
で
︑
﹃
怪
談
﹄

(
K
w
a
i
d
a
n

│

S
t
o
r
i
e
s
a
n
d
S
t
u
d
i
e
s
o
f
S
t
r
a
n
g
e
T
h
i
n
g
s
,
1
9
0
4
)

の
最
後
の
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
不
思
議
な
竪
琴
弾
き
の
歌
う
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
民
謡
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
︑
時
期
的
に
は
︑
ち
ょ
う
ど
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
を
書
い
た
こ
ろ
と
重
な
る
︒
追

憶
は
こ
う
始
ま
る
︒

O
n
t
h
e
w
o
o
d
e
d
h
i
l
l
s
b
e
h
i
n
d
t
h
e
h
o
u
s
e
R
o
b
e
r
t
a
n
d
I
a
r
e
l
o
o
k
i
n
g
f
o
r
f
a
i
r
y
-
r
i
n
g
s
.

(﹁
家
の
裏
の
︑
森
に
な
っ
た
岡
の
上
で
︑
ロ
バ
ー
ト
と
ぼ
く
は
妖
精
の
輪
を
探
し
て
い
る
︒
﹂
︶

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
な
ど
ケ
ル
ト
の
伝
説
で
は
︑
妖
精
は
地
面
の
下
に
棲
ん
で
い
て
︑
夜
︑
地
上
に
現
れ
︑
月
の
光
の
な
か
︑
輪
に
な

っ
て
踊
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
踊
り
の
輪
の
中
に
う
っ
か
り
引
き
込
ま
れ
る
と
︑
こ
の
世
に
戻
っ
て
こ
ら
れ
な
く
な
る
の
だ
が
︑

妖
精
た
ち
が
踊
っ
た
跡
は
草
地
に
丸
く
残
る
︒
そ
れ
が
〝
妖
精
の
輪
〟
で
あ
る
︒

森
の
な
か
で
︑
妖
精
の
輪
を
探
す
二
人
の
子
供
の
姿
を
映
し
出
し
た
ハ
ー
ン
は
続
け
て
述
べ
る
︒

﹁
ロ
バ
ー
ト
は
八
つ
で
︑
愛
ら
し
く
て
︑
と
て
も
利
口
だ
︒
ぼ
く
は
七
つ
に
な
っ
た
ば
か
り
で
︑
⁝
そ
れ
で
ロ
バ
ー
ト
を
す
ご
く

尊
敬
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
お
日
様
が
か
く
や
く
と
輝
く
八
月
の
日
で
︑
暑
い
大
気
は
︑
刺
す
よ
う
に
鋭
い
︑
甘
酸
っ
ぱ
い
松
脂
の
匂

い
で
満
ち
て
い
た
︒
﹂

“
W
e
d
o
n
o
t
f
i
n
d
a
n
y
f
a
i
r
y
-
r
i
n
g
s
;
b
u
t
w
e
f
i
n
d
a
g
r
e
a
t
m
a
n
y
p
i
n
e
-
c
o
n
e
s
i
n
t
h
e
h
i
g
h
g
r
a
s
s
.
.
.
.
.
.
”

妖
精
の
輪
は
み
つ
か
ら
な
い
が
︑
か
わ
り
に
︑
松
ぼ
っ
く
り
が
沢
山
落
ち
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
フ
ェ
ア
リ
ー
・
リ
ン
グ
︑
妖
精
の
輪
の
な
か
で
不
覚
に
も
眠
っ
て
し
ま
っ
た
男
が
行
方
知
ら
ず
と
な
っ

た
と
い
う
ケ
ル
ト
の
昔
話
を
思
い
出
し
︑
ロ
バ
ー
ト
に
話
す
︒
す
る
と
︑

“
T
h
e
y
e
a
t
n
o
t
h
i
n
g
b
u
t
t
h
e
p
o
i
n
t
s
o
f
n
e
e
d
l
e
s
,
y
o
u
k
n
o
w
,
”
s
a
y
s
R
o
b
e
r
t
.

“
W
h
o
?
”
I
a
s
k
.

“
G
o
b
l
i
n
s
,
”
R
o
b
e
r
t
a
n
s
w
e
r
s
.

ロ
バ
ー
ト
が
︑
﹁
あ
い
つ
ら
は
尖
っ
た
針
の
先
し
か
食
べ
な
い
の
だ
よ
﹂
と
言
う
︒
﹁
誰
が
﹂
と
ぼ
く
は
聞
く
︒
﹁
ゴ
ブ
リ
ン
た
ち

さ
﹂
と
ロ
バ
ー
ト
が
答
え
る
︒

二
人
の
ま
わ
り
に
は
︑
松
ぼ
っ
く
り
が
た
く
さ
ん
落
ち
て
い
て
︑
当
然
︑
地
面
に
は
枯
れ
た
松
葉
も
無
数
に
落
ち
て
い
る
︒
そ
の

細
く
尖
っ
た
茶
色
の
松
葉
が
︑
針
を
連
想
さ
せ
︑
針
の
先
を
食
べ
る
と
い
う

“
G
o
b
l
i
n
s
,
”

︑
妖
精
や
妖
怪
の
存
在
が
急
に
身
近
に
な

る
の
で
あ
る
︒
そ
の
と
き
︑
ジ
プ
シ
ー
風
の
竪
琴
弾
き
が
や
っ
て
き
て
︑
不
思
議
な
歌
を
歌
う
︒
作
品
の
中
で
は
︑
こ
の
歌
と
︑
や

が
て
早
死
す
る
こ
と
に
な
る
ロ
バ
ー
ト
を
め
ぐ
る
ハ
ー
ン
の
追
憶
が
続
く
︒

静
か
な
幻
想
性
が
漂
う
こ
の
冒
頭
の
場
面
で
は
︑
幼
い
日
の
ハ
ー
ン
が
︑
地
面
一
面
に
散
ら
ば
る
針
の
よ
う
な
松
葉
を
み
つ
め
︑

地
面
の
下
に
潜
む
妖
精
︑
妖
怪
の
存
在
を
︑
い
わ
ば
異
世
界
の
存
在
を
感
じ
て
い
る
︒
目
に
見
え
ぬ
妖
精
の
踊
り
の
輪
が
ま
ざ
ま
ざ
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と
現
出
す
る
︒
ふ
と
怖
く
な
っ
て
︑
身
震
い
し
た
か
も
し
れ
な
い
︒

そ
し
て
︑
ハ
ー
ン
の
心
の
内
に
し
ま
わ
れ
て
い
た
︑
そ
ん
な
幼
き
日
の
映
像
と
︑
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場

面
︑
す
な
わ
ち
︑
畳
一
面
の
爪
楊
枝
を
見
つ
め
て
︑
畳
の
下
に
ひ
そ
む
存
在
を
悟
る
夫
の
姿
は
重
な
り
あ
う
よ
う
に
思
う
︒
地
下
世

界
か
ら
地
上
に
現
れ
る
妖
精
と
も
妖
怪
と
も
つ
か
ぬ
怪
し
げ
な
も
の
た
ち
︒
一
見
楽
し
気
に
歌
を
歌
い
踊
っ
て
い
る
︒
だ
が
そ
こ
に

引
き
込
ま
れ
た
ら
︑
戻
っ
て
は
来
ら
れ
な
い
︒
底
知
れ
ぬ
不
気
味
さ
を
漂
わ
せ
つ
つ
︑
不
思
議
な
そ
の
歌
が
耳
に
つ
い
て
離
れ
な

い
︒柴

田
宵
曲
が
敏
感
に
感
じ
取
っ
た
﹁
小
さ
な
妖
氣
﹂
と
は
︑
ま
さ
に
︑
こ
の
場
面
の
背
後
に
ひ
そ
む
︑
ケ
ル
ト
の
気
配
が
発
す
る

も
の
に
違
い
な
い
︒
い
わ
ば
︑
ハ
ー
ン
の
再
話
に
よ
っ
て
︑
日
本
の
付
喪
神
︑
器
物
の
妖
怪
の
昔
話
に
︑
ケ
ル
ト
の
ゴ
ブ
リ
ン
の
怖

さ
が
そ
っ
と
塗
り
こ
め
ら
れ
た
︒
そ
し
て
読
者
が
夫
と
と
も
に
畳
に
散
ら
ば
る
細
く
鋭
い
楊
枝
を
見
つ
め
る
と
き
︑
そ
の
脳
裏
に
は

冒
頭
の
ナ
イ
フ
の
映
像
が
急
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
蘇
る
の
で
は
な
い
か
︒

五
︑
狂
言
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂

で
は
︑
こ
の
ケ
ル
ト
の
妖
気
が
漂
う
小
さ
な
昔
話
は
︑
い
か
な
る
狂
言
作
品
と
化
し
た
の
か
︒

茂
山
千
五
郎
家
は
﹁
千
作
千
五
郎
の
会

第
三
回
公
演

イ
ェ
イ
ツ
と
八
雲
に
愛
さ
れ
た
狂
言
﹂
︵
二
〇
一
七
年
︑
二
〇
一
八
年
再

演
︶
で
三
つ
の
作
品
を
上
演
し
た
︒
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ト
ラ
ー
・
イ
ェ
イ
ツ
原
作
﹁
猫
と
月
﹂
︑
ハ
ー
ン
の
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
そ

し
て
古
典
の
﹁
石
神
﹂
で
あ
る
︒
十
九
世
紀
末
︑
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身
の
二
人
の
外
国
人
の
原
作
に
よ
る
新
作
の
狂
言
を
ふ
た
つ
︑

そ
の
後
に
馴
染
み
の
あ
る
日
本
の
演
目
を
置
い
た
こ
と
に
な
る
︒

Ｗ
・
Ｂ
・
イ
ェ
イ
ツ
は
︑
ケ
ル
ト
の
神
話
伝
説
や
民
話
に
関
心
を
持
っ
て
︑
ハ
ー
ン
が
日
本
の
怪
談
な
ど
古
い
物
語
を
集
め
て
作

品
集
に
し
た
よ
う
に
︑
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
伝
説
集
を
編
ん
だ
詩
人
で
あ
る
︒
そ
し
て
来
日
の
経
験
は
な
い
が
︑
戯
曲
﹁
鷹
の
井
戸
﹂

(
A
t
t
h
e
H
a
w
k
’
s
W
e
l
l
,
1
9
1
6
)

を
は
じ
め
︑
そ
の
劇
作
が
日
本
の
能
楽
に
深
い
感
銘
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い

る
︒
﹁
猫
と
月
﹂(

T
h
e
C
a
t
a
n
d
t
h
e
M
o
o
n
,
1
9
1
7
)

に
つ
い
て
も
︑
狂
言
﹁
不
聞
座
頭
﹂
が
そ
の
出
典
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
従
っ

て
︑
日
本
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
外
交
関
係
樹
立
六
十
周
年
を
記
念
し
て
イ
ェ
イ
ツ
作
﹁
猫
と
月
﹂
の
狂
言
が
上
演
さ
れ
た
こ
と
は
ご
く
自

然
な
企
画
だ
っ
た
と
い
え
る
︒

一
方
︑
ハ
ー
ン
作
品
を
狂
言
に
仕
立
て
る
こ
と
は
︑
意
外
に
大
胆
な
試
み
だ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
︒
日
本
の
文
化
に
深
く
傾

倒
し
た
ハ
ー
ン
だ
が
︑
能
楽
︑
特
に
狂
言
に
直
接
関
心
を
示
し
た
こ
と
は
な
く
︑
著
作
で
の
言
及
も
︑
翻
案
も
︑
観
劇
の
記
録
も
な

い
︒
妻
の
節
子
は
芝
居
好
き
で
︑
狂
言
の
題
材
を
あ
し
ら
っ
た
封
筒
が
遺
品
の
な
か
に
あ
る
た
め
︑
妻
か
ら
話
を
聴
い
て
い
た
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
程
度
で
あ
る
︒
た
だ
能
に
関
し
て
は
︑
日
本
の
能
を
翻
訳
紹
介
し
た
Ｂ
・
Ｈ
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
﹃
日
本
の
古
典
詩

歌
﹄
を
読
ん
で
お
り
︑
ま
た
︑
ハ
ー
ン
の
怪
談
に
夢
幻
能
に
通
じ
る
要
素
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
と
は
い
え
︑
ハ
ー
ン

の
作
品
の
な
か
で
狂
言
に
で
き
そ
う
な
コ
ミ
カ
ル
な
も
の
と
な
る
と
︑
お
の
ず
か
ら
限
ら
れ
て
く
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
ゆ
え
ハ
ー
ン
作

品
の
狂
言
化
は
興
味
を
さ
そ
う
︒

狂
言
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
の
制
作
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
新
聞
記
事
の
一
節
が
あ
る
︒
﹁
⁝
⁝
︵
略
︶
⁝
⁝
茂
山
千
五

郎
さ
ん
に
︑
こ
の
新
作
狂
言
の
意
図
な
ど
を
伺
い
ま
し
た
︒
﹁
狂
言
自
体
︑
喜
劇
な
の
で
楽
し
ん
で
笑
っ
て
も
ら
う
と
こ
ろ
が
ほ
し

く
︑
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
っ
と
︵
面
白
い
夫
婦
の
や
り
取
り
な
ど
を
︶
入
れ
て
み
た
︒
楽
し
い
作
品
に
は
で
き
た
か
な
と
思
い
ま
す
﹂
と
千
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と
現
出
す
る
︒
ふ
と
怖
く
な
っ
て
︑
身
震
い
し
た
か
も
し
れ
な
い
︒

そ
し
て
︑
ハ
ー
ン
の
心
の
内
に
し
ま
わ
れ
て
い
た
︑
そ
ん
な
幼
き
日
の
映
像
と
︑
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場

面
︑
す
な
わ
ち
︑
畳
一
面
の
爪
楊
枝
を
見
つ
め
て
︑
畳
の
下
に
ひ
そ
む
存
在
を
悟
る
夫
の
姿
は
重
な
り
あ
う
よ
う
に
思
う
︒
地
下
世

界
か
ら
地
上
に
現
れ
る
妖
精
と
も
妖
怪
と
も
つ
か
ぬ
怪
し
げ
な
も
の
た
ち
︒
一
見
楽
し
気
に
歌
を
歌
い
踊
っ
て
い
る
︒
だ
が
そ
こ
に

引
き
込
ま
れ
た
ら
︑
戻
っ
て
は
来
ら
れ
な
い
︒
底
知
れ
ぬ
不
気
味
さ
を
漂
わ
せ
つ
つ
︑
不
思
議
な
そ
の
歌
が
耳
に
つ
い
て
離
れ
な

い
︒柴

田
宵
曲
が
敏
感
に
感
じ
取
っ
た
﹁
小
さ
な
妖
氣
﹂
と
は
︑
ま
さ
に
︑
こ
の
場
面
の
背
後
に
ひ
そ
む
︑
ケ
ル
ト
の
気
配
が
発
す
る

も
の
に
違
い
な
い
︒
い
わ
ば
︑
ハ
ー
ン
の
再
話
に
よ
っ
て
︑
日
本
の
付
喪
神
︑
器
物
の
妖
怪
の
昔
話
に
︑
ケ
ル
ト
の
ゴ
ブ
リ
ン
の
怖

さ
が
そ
っ
と
塗
り
こ
め
ら
れ
た
︒
そ
し
て
読
者
が
夫
と
と
も
に
畳
に
散
ら
ば
る
細
く
鋭
い
楊
枝
を
見
つ
め
る
と
き
︑
そ
の
脳
裏
に
は

冒
頭
の
ナ
イ
フ
の
映
像
が
急
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
蘇
る
の
で
は
な
い
か
︒

五
︑
狂
言
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂

で
は
︑
こ
の
ケ
ル
ト
の
妖
気
が
漂
う
小
さ
な
昔
話
は
︑
い
か
な
る
狂
言
作
品
と
化
し
た
の
か
︒

茂
山
千
五
郎
家
は
﹁
千
作
千
五
郎
の
会

第
三
回
公
演

イ
ェ
イ
ツ
と
八
雲
に
愛
さ
れ
た
狂
言
﹂
︵
二
〇
一
七
年
︑
二
〇
一
八
年
再

演
︶
で
三
つ
の
作
品
を
上
演
し
た
︒
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ト
ラ
ー
・
イ
ェ
イ
ツ
原
作
﹁
猫
と
月
﹂
︑
ハ
ー
ン
の
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
そ

し
て
古
典
の
﹁
石
神
﹂
で
あ
る
︒
十
九
世
紀
末
︑
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身
の
二
人
の
外
国
人
の
原
作
に
よ
る
新
作
の
狂
言
を
ふ
た
つ
︑

そ
の
後
に
馴
染
み
の
あ
る
日
本
の
演
目
を
置
い
た
こ
と
に
な
る
︒

Ｗ
・
Ｂ
・
イ
ェ
イ
ツ
は
︑
ケ
ル
ト
の
神
話
伝
説
や
民
話
に
関
心
を
持
っ
て
︑
ハ
ー
ン
が
日
本
の
怪
談
な
ど
古
い
物
語
を
集
め
て
作

品
集
に
し
た
よ
う
に
︑
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
伝
説
集
を
編
ん
だ
詩
人
で
あ
る
︒
そ
し
て
来
日
の
経
験
は
な
い
が
︑
戯
曲
﹁
鷹
の
井
戸
﹂

(
A
t
t
h
e
H
a
w
k
’
s
W
e
l
l
,
1
9
1
6
)

を
は
じ
め
︑
そ
の
劇
作
が
日
本
の
能
楽
に
深
い
感
銘
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い

る
︒
﹁
猫
と
月
﹂(

T
h
e
C
a
t
a
n
d
t
h
e
M
o
o
n
,
1
9
1
7
)

に
つ
い
て
も
︑
狂
言
﹁
不
聞
座
頭
﹂
が
そ
の
出
典
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
従
っ

て
︑
日
本
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
外
交
関
係
樹
立
六
十
周
年
を
記
念
し
て
イ
ェ
イ
ツ
作
﹁
猫
と
月
﹂
の
狂
言
が
上
演
さ
れ
た
こ
と
は
ご
く
自

然
な
企
画
だ
っ
た
と
い
え
る
︒

一
方
︑
ハ
ー
ン
作
品
を
狂
言
に
仕
立
て
る
こ
と
は
︑
意
外
に
大
胆
な
試
み
だ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
︒
日
本
の
文
化
に
深
く
傾

倒
し
た
ハ
ー
ン
だ
が
︑
能
楽
︑
特
に
狂
言
に
直
接
関
心
を
示
し
た
こ
と
は
な
く
︑
著
作
で
の
言
及
も
︑
翻
案
も
︑
観
劇
の
記
録
も
な

い
︒
妻
の
節
子
は
芝
居
好
き
で
︑
狂
言
の
題
材
を
あ
し
ら
っ
た
封
筒
が
遺
品
の
な
か
に
あ
る
た
め
︑
妻
か
ら
話
を
聴
い
て
い
た
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
程
度
で
あ
る
︒
た
だ
能
に
関
し
て
は
︑
日
本
の
能
を
翻
訳
紹
介
し
た
Ｂ
・
Ｈ
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
﹃
日
本
の
古
典
詩

歌
﹄
を
読
ん
で
お
り
︑
ま
た
︑
ハ
ー
ン
の
怪
談
に
夢
幻
能
に
通
じ
る
要
素
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
と
は
い
え
︑
ハ
ー
ン

の
作
品
の
な
か
で
狂
言
に
で
き
そ
う
な
コ
ミ
カ
ル
な
も
の
と
な
る
と
︑
お
の
ず
か
ら
限
ら
れ
て
く
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
ゆ
え
ハ
ー
ン
作

品
の
狂
言
化
は
興
味
を
さ
そ
う
︒

狂
言
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
の
制
作
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
新
聞
記
事
の
一
節
が
あ
る
︒
﹁
⁝
⁝
︵
略
︶
⁝
⁝
茂
山
千
五

郎
さ
ん
に
︑
こ
の
新
作
狂
言
の
意
図
な
ど
を
伺
い
ま
し
た
︒
﹁
狂
言
自
体
︑
喜
劇
な
の
で
楽
し
ん
で
笑
っ
て
も
ら
う
と
こ
ろ
が
ほ
し

く
︑
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
っ
と
︵
面
白
い
夫
婦
の
や
り
取
り
な
ど
を
︶
入
れ
て
み
た
︒
楽
し
い
作
品
に
は
で
き
た
か
な
と
思
い
ま
す
﹂
と
千
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五
郎
さ
ん
︒
ま
た
﹁
こ
び
と
を
︵
舞
台
に
︶
出
す
か
出
さ
な
い
か
は
︑
ま
ず
悩
ん
だ
と
こ
ろ
︒
へ
た
に
出
し
て
し
ま
う
と
︵
こ
び
と

の
︶
イ
メ
ー
ジ
が
つ
い
て
し
ま
う
︒
出
さ
な
い
と
な
る
と
︑
夫
と
嫁
さ
ん
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
な
い
と
い
け
な
い
﹂
と
創
作
過
程

も
少
し
明
か
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒
⁝
⁝
︵
略
︶
⁝
⁝
﹂
︵
毎
日
新
聞
二
〇
一
七
年
十
二
月
四
日
地
方
版
︑
﹁
支
局
長
か
ら
の
手
紙

八
雲

と
狂
言
／
島
根
﹂
︶

茂
山
千
五
郎
に
よ
る
台
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
︑
以
下
は
あ
く
ま
で
も
観
劇
の
記
憶
か
ら
の
記
述
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
︑
狂
言
で
は
︑
妻
と
︑
侍
で
あ
る
夫
と
の
掛
け
合
い
が
面
白
お
か
し
く
演
じ
ら
れ
て
い
た
︒
ハ
ー
ン
の
原
作
で
は
可
愛

い
幼
な
妻
だ
っ
た
の
が
︑
狂
言
で
は
︑
︵
当
然
な
が
ら
︶
大
人
の
太
目
の
妻
と
な
る
︒
旅
か
ら
帰
っ
た
夫
が
そ
の
妻
を
見
て
︑
﹁
お
前

は
体
を
動
か
さ
な
い
で
︑
食
べ
て
ば
か
り
い
る
か
ら
︑
一
回
り
も
二
回
り
も
大
き
く
な
っ
た
﹂
と
言
い
︑
妻
は
妻
で
︑
夫
に
旅
先
で

の
功
績
の
話
な
ど
ど
う
で
も
良
い
か
ら
︑
早
く
小
人
の
退
治
を
︑
と
急
か
す
︒
小
人
は
夫
婦
の
話
の
な
か
に
言
及
さ
れ
る
だ
け
で
姿

を
現
す
こ
と
は
な
い
︒
夫
婦
の
コ
ミ
カ
ル
な
や
り
と
り
に
笑
い
が
起
こ
る
な
か
︑
最
後
に
︑
叱
ら
れ
た
妻
が
﹁
参
り
ま
し
た
﹂
と
謝

り
つ
つ
︑
退
出
す
る
︒

つ
ま
り
︑
ハ
ー
ン
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面
は
カ
ッ
ト
さ
れ
︑
不
思
議
な
小
人
の
姿
も
あ
い
ま
い
に
な
り
︑
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
︑
原
作
に
漂
う
異
世
界
の
妖
気
︑
怪
奇
性
が
消
え
た
︒
元
々
の
民
話
に
あ
る
付
喪
神
や
教
訓
的
要
素
も
希
薄
に
な
り
︑
か
わ

っ
て
前
面
に
で
て
く
る
の
が
︑
妙
に
近
代
的
な
夫
婦
の
対
話
の
喜
劇
で
あ
る
︒

夫
婦
の
対
等
の
立
場
で
の
攻
防
と
い
う
側
面
は
︑
三
つ
目
の
演
目
﹁
石
神
﹂
が
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
に
続
い
た
こ
と
で
︑
よ
り
際

立
っ
た
よ
う
に
思
え
る
︒
﹁
石
神
﹂
で
は
︑
今
度
は
夫
の
方
が
酒
飲
み
で
だ
ら
し
な
く
︑
離
縁
を
考
え
て
い
る
妻
を
何
と
か
思
い
と

ど
ま
ら
せ
よ
う
と
策
を
弄
す
る
の
だ
け
ど
︑
そ
れ
も
ば
れ
て
し
ま
い
︑
最
後
は
﹁
参
り
ま
し
た
︑
参
り
ま
し
た
﹂
︑
と
退
出
す
る
︒

当
日
の
国
立
能
楽
堂
の
お
客
さ
ん
は
︑
や
は
り
女
性
が
多
か
っ
た
︒
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
で
︑
妻
が
夫
に
叱
ら
れ
た
あ
と
︑
最
後

は
﹁
石
神
﹂
で
夫
が
︑
い
わ
ゆ
る
〝
わ
わ
し
い
女
〟
の
妻
に
や
り
こ
め
ら
れ
て
︑
客
席
か
ら
の
笑
い
に
包
ま
れ
て
終
わ
っ
た
よ
う
な

気
が
す
る
︒

ハ
ー
ン
の
作
品
に
登
場
す
る
夫
婦
も
の
は
︑
悲
劇
か
復
讐
劇
が
多
い
な
か
で
︑
狂
言
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
は
︑
珍
し
く
コ
ミ
カ
ル

な
夫
婦
の
物
語
に
作
り
替
え
ら
れ
た
︒
茂
山
千
五
郎
の
手
に
よ
る
大
胆
か
つ
新
鮮
な
変
貌
ぶ
り
と
い
っ
て
い
い
︒
だ
が
そ
の
大
胆
な

判
断
は
︑
千
五
郎
個
人
と
い
う
よ
り
︑
あ
る
い
は
︑
狂
言
と
い
う
形
の
力
︑
伝
統
の
要
請
に
よ
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
イ
ェ

イ
ツ
作
品
の
よ
う
に
元
々
狂
言
に
触
発
さ
れ
た
も
の
よ
り
︑
そ
う
で
は
な
い
ハ
ー
ン
の
作
品
の
方
が
︑
狂
言
化
の
結
果
は
興
味
深

い
︒
ハ
ー
ン
の

“
C
h
i
n
-
c
h
i
n
K
o
b
a
k
a
m
a

│

T
h
e
F
a
i
r
i
e
s
o
f
t
h
e
F
l
o
o
r
-
B
o
a
r
d
s
”

と
︑
狂
言
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
を
比
べ
て
み
れ

ば
︑
ハ
ー
ン
の
原
作
の
持
ち
味
は
一
層
明
ら
か
に
な
り
︑
ま
た
狂
言
の
本
質
も
見
え
て
く
る
︒
ひ
と
つ
の
素
朴
な
物
語
が
︑
土
地
の

昔
話
︑
ハ
ー
ン
の
再
話
作
品
︑
そ
し
て
現
代
の
新
た
な
狂
言
作
品
へ
と
︑
東
西
を
往
還
し
つ
つ
展
開
し
て
い
く
︑
ひ
と
つ
の
興
味
深

い
事
例
と
い
え
る
︒

※
本
論
は
︑
二
〇
一
八
年
三
月
二
十
二
日
︵
木
︶
︑
成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
︑
民
俗
学
研
究
所
主
催
の
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
﹃
能
・
狂
言
を
め
ぐ
る
東
西
の
往
還
﹄
で
の
発
表
﹁
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
作

“
C
h
i
n
-
c
h
i
n
K
o
b
a
k
a
m
a

│

T
h
e
F
a
i
r
i
e
s
o
f
t
h
e
F
l
o
o
r
-
B
o
a
r
d
s
”

と
新
作
狂
言
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
﹂
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
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五
郎
さ
ん
︒
ま
た
﹁
こ
び
と
を
︵
舞
台
に
︶
出
す
か
出
さ
な
い
か
は
︑
ま
ず
悩
ん
だ
と
こ
ろ
︒
へ
た
に
出
し
て
し
ま
う
と
︵
こ
び
と

の
︶
イ
メ
ー
ジ
が
つ
い
て
し
ま
う
︒
出
さ
な
い
と
な
る
と
︑
夫
と
嫁
さ
ん
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
な
い
と
い
け
な
い
﹂
と
創
作
過
程

も
少
し
明
か
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒
⁝
⁝
︵
略
︶
⁝
⁝
﹂
︵
毎
日
新
聞
二
〇
一
七
年
十
二
月
四
日
地
方
版
︑
﹁
支
局
長
か
ら
の
手
紙

八
雲

と
狂
言
／
島
根
﹂
︶

茂
山
千
五
郎
に
よ
る
台
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
︑
以
下
は
あ
く
ま
で
も
観
劇
の
記
憶
か
ら
の
記
述
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
︑
狂
言
で
は
︑
妻
と
︑
侍
で
あ
る
夫
と
の
掛
け
合
い
が
面
白
お
か
し
く
演
じ
ら
れ
て
い
た
︒
ハ
ー
ン
の
原
作
で
は
可
愛

い
幼
な
妻
だ
っ
た
の
が
︑
狂
言
で
は
︑
︵
当
然
な
が
ら
︶
大
人
の
太
目
の
妻
と
な
る
︒
旅
か
ら
帰
っ
た
夫
が
そ
の
妻
を
見
て
︑
﹁
お
前

は
体
を
動
か
さ
な
い
で
︑
食
べ
て
ば
か
り
い
る
か
ら
︑
一
回
り
も
二
回
り
も
大
き
く
な
っ
た
﹂
と
言
い
︑
妻
は
妻
で
︑
夫
に
旅
先
で

の
功
績
の
話
な
ど
ど
う
で
も
良
い
か
ら
︑
早
く
小
人
の
退
治
を
︑
と
急
か
す
︒
小
人
は
夫
婦
の
話
の
な
か
に
言
及
さ
れ
る
だ
け
で
姿

を
現
す
こ
と
は
な
い
︒
夫
婦
の
コ
ミ
カ
ル
な
や
り
と
り
に
笑
い
が
起
こ
る
な
か
︑
最
後
に
︑
叱
ら
れ
た
妻
が
﹁
参
り
ま
し
た
﹂
と
謝

り
つ
つ
︑
退
出
す
る
︒

つ
ま
り
︑
ハ
ー
ン
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面
は
カ
ッ
ト
さ
れ
︑
不
思
議
な
小
人
の
姿
も
あ
い
ま
い
に
な
り
︑
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
︑
原
作
に
漂
う
異
世
界
の
妖
気
︑
怪
奇
性
が
消
え
た
︒
元
々
の
民
話
に
あ
る
付
喪
神
や
教
訓
的
要
素
も
希
薄
に
な
り
︑
か
わ

っ
て
前
面
に
で
て
く
る
の
が
︑
妙
に
近
代
的
な
夫
婦
の
対
話
の
喜
劇
で
あ
る
︒

夫
婦
の
対
等
の
立
場
で
の
攻
防
と
い
う
側
面
は
︑
三
つ
目
の
演
目
﹁
石
神
﹂
が
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
に
続
い
た
こ
と
で
︑
よ
り
際

立
っ
た
よ
う
に
思
え
る
︒
﹁
石
神
﹂
で
は
︑
今
度
は
夫
の
方
が
酒
飲
み
で
だ
ら
し
な
く
︑
離
縁
を
考
え
て
い
る
妻
を
何
と
か
思
い
と

ど
ま
ら
せ
よ
う
と
策
を
弄
す
る
の
だ
け
ど
︑
そ
れ
も
ば
れ
て
し
ま
い
︑
最
後
は
﹁
参
り
ま
し
た
︑
参
り
ま
し
た
﹂
︑
と
退
出
す
る
︒

当
日
の
国
立
能
楽
堂
の
お
客
さ
ん
は
︑
や
は
り
女
性
が
多
か
っ
た
︒
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
で
︑
妻
が
夫
に
叱
ら
れ
た
あ
と
︑
最
後

は
﹁
石
神
﹂
で
夫
が
︑
い
わ
ゆ
る
〝
わ
わ
し
い
女
〟
の
妻
に
や
り
こ
め
ら
れ
て
︑
客
席
か
ら
の
笑
い
に
包
ま
れ
て
終
わ
っ
た
よ
う
な

気
が
す
る
︒

ハ
ー
ン
の
作
品
に
登
場
す
る
夫
婦
も
の
は
︑
悲
劇
か
復
讐
劇
が
多
い
な
か
で
︑
狂
言
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
は
︑
珍
し
く
コ
ミ
カ
ル

な
夫
婦
の
物
語
に
作
り
替
え
ら
れ
た
︒
茂
山
千
五
郎
の
手
に
よ
る
大
胆
か
つ
新
鮮
な
変
貌
ぶ
り
と
い
っ
て
い
い
︒
だ
が
そ
の
大
胆
な

判
断
は
︑
千
五
郎
個
人
と
い
う
よ
り
︑
あ
る
い
は
︑
狂
言
と
い
う
形
の
力
︑
伝
統
の
要
請
に
よ
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
イ
ェ

イ
ツ
作
品
の
よ
う
に
元
々
狂
言
に
触
発
さ
れ
た
も
の
よ
り
︑
そ
う
で
は
な
い
ハ
ー
ン
の
作
品
の
方
が
︑
狂
言
化
の
結
果
は
興
味
深

い
︒
ハ
ー
ン
の

“
C
h
i
n
-
c
h
i
n
K
o
b
a
k
a
m
a

│

T
h
e
F
a
i
r
i
e
s
o
f
t
h
e
F
l
o
o
r
-
B
o
a
r
d
s
”

と
︑
狂
言
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
を
比
べ
て
み
れ

ば
︑
ハ
ー
ン
の
原
作
の
持
ち
味
は
一
層
明
ら
か
に
な
り
︑
ま
た
狂
言
の
本
質
も
見
え
て
く
る
︒
ひ
と
つ
の
素
朴
な
物
語
が
︑
土
地
の

昔
話
︑
ハ
ー
ン
の
再
話
作
品
︑
そ
し
て
現
代
の
新
た
な
狂
言
作
品
へ
と
︑
東
西
を
往
還
し
つ
つ
展
開
し
て
い
く
︑
ひ
と
つ
の
興
味
深

い
事
例
と
い
え
る
︒

※
本
論
は
︑
二
〇
一
八
年
三
月
二
十
二
日
︵
木
︶
︑
成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
︑
民
俗
学
研
究
所
主
催
の
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
﹃
能
・
狂
言
を
め
ぐ
る
東
西
の
往
還
﹄
で
の
発
表
﹁
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
作

“
C
h
i
n
-
c
h
i
n
K
o
b
a
k
a
m
a

│

T
h
e
F
a
i
r
i
e
s
o
f
t
h
e
F
l
o
o
r
-
B
o
a
r
d
s
”

と
新
作
狂
言
﹁
ち
ん
ち
ん
小
袴
﹂
﹂
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
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(

)

引
用
者
注
：
﹃
黑
甜
瑣
語
﹄
﹁
第
一
編
卷
之
四
﹂
﹁
棚
谷
家
の
怪
事
﹂
︑
人
見
寧

著
︑
明
治
二
十
九
年

5
(

)

『
妖
異
博
物
館
﹄
︑
筑
摩
文
庫
版
︑
一
九
六
三
年
︑
2
4
7
頁

6
(

)

な
お
︑
梅
の
実
の
話
に
つ
い
て
も
︑
飛
騨
に
似
た
民
話
﹁
火
な
た
に
捨
て
ら
れ
た
木
の
実
の
種
は
化
け
る
﹂
が
あ
る
︒
︵
江
馬
三
枝
子
﹃
日

7

本
の
民
話

﹄
未
来
社
︑
一
九
五
八
年
︑
同
﹃
日
本
の
民
話

美
濃
・
飛
騨
篇
﹄
．
一
九
七
八
年
︶

15

�

昔
︑
あ
る
山
に
炭
焼
き
の
夫
婦
が
お
り
ま
し
た
︒
こ
の
夫
婦
に
は
一
人
の
幼
い
娘
が
お
り
︑
名
を
﹁
花
︵
は
な
︶
﹂
と
言
い
ま
し
た
︒

冬
も
近
づ
い
た
秋
の
頃
︑
花
が
炊
事
の
用
意
を
し
て
い
た
時
の
こ
と
で
す
︒
狐
が
リ
ス
を
狙
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
目
撃
し
︑
お
も
わ
ず
柄
杓

︵
ひ
し
ゃ
く
︶
で
狐
を
殴
り
殺
し
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
花
は
自
分
の
し
た
こ
と
が
怖
く
な
っ
て
︑
狐
の
血
の
つ
い
た
柄
杓
を
囲
炉
裏
に
投
げ
込

ん
で
燃
や
し
て
し
ま
い
ま
し
た
︒

し
ば
ら
く
し
て
︑
両
親
が
沢
山
の
木
の
実
を
持
っ
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
︒
花
が
食
べ
た
実
の
種
を
囲
炉
裏
に
吹
き
出
す
と
︑
そ
れ
を
見
た
両

親
が
﹁
火
な
た
に
木
の
実
を
捨
て
て
は
い
か
ん
︒
木
の
実
が
化
け
て
出
る
と
言
う
た
じ
ゃ
ろ
﹂
と
咎
め
ま
し
た
︒

次
の
日
︑
両
親
は
里
に
出
か
け
た
の
で
︑
花
ひ
と
り
が
留
守
番
を
し
て
い
ま
し
た
︒
雨
の
降
る
中
︑
花
は
少
し
心
細
く
な
り
な
が
ら
待
っ
て

い
ま
し
た
が
︑
夜
に
な
っ
て
も
両
親
は
帰
っ
て
こ
ず
︑
花
は
炉
端
で
う
と
う
う
と
と
居
眠
り
を
し
始
め
ま
し
た
︒
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の
こ
と
で
す
︒
狐
が
リ
ス
を
狙
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
目
撃
し
︑
お
も
わ
ず
柄
杓

︵
ひ
し
ゃ
く
︶
で
狐
を
殴
り
殺
し
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
花
は
自
分
の
し
た
こ
と
が
怖
く
な
っ
て
︑
狐
の
血
の
つ
い
た
柄
杓
を
囲
炉
裏
に
投
げ
込

ん
で
燃
や
し
て
し
ま
い
ま
し
た
︒

し
ば
ら
く
し
て
︑
両
親
が
沢
山
の
木
の
実
を
持
っ
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
︒
花
が
食
べ
た
実
の
種
を
囲
炉
裏
に
吹
き
出
す
と
︑
そ
れ
を
見
た
両

親
が
﹁
火
な
た
に
木
の
実
を
捨
て
て
は
い
か
ん
︒
木
の
実
が
化
け
て
出
る
と
言
う
た
じ
ゃ
ろ
﹂
と
咎
め
ま
し
た
︒

次
の
日
︑
両
親
は
里
に
出
か
け
た
の
で
︑
花
ひ
と
り
が
留
守
番
を
し
て
い
ま
し
た
︒
雨
の
降
る
中
︑
花
は
少
し
心
細
く
な
り
な
が
ら
待
っ
て

い
ま
し
た
が
︑
夜
に
な
っ
て
も
両
親
は
帰
っ
て
こ
ず
︑
花
は
炉
端
で
う
と
う
う
と
と
居
眠
り
を
し
始
め
ま
し
た
︒
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書

評

ソ
ニ
ア
・
シ
ャ
ー
著
／
上
原
ゆ
う
こ
訳

﹃
感
染
源

│
防
御
不
能
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
追
う

﹄
大

森

弘

喜

Ⅰ
本
稿
を
執
筆
し
て
い
る
二
〇
二
〇
年
二
月
上
旬
︑
新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
イ
ル
ス
よ
る
肺
炎
が
中
国
湖
南
省
・
武
漢
か
ら
世
界
中
に
拡

が
り
︑
人
々
を
恐
怖
に
陥
れ
て
い
る
︒
感
染
者
と
確
認
さ
れ
た
も
の
は
当
局
発
表
で
凡
そ
二
三
千
人
︑
死
亡
者
は
六
〇
〇
人
程
度
だ

が
︑
そ
の
数
は
日
ご
と
に
増
し
て
い
る
︒
急
遽
チ
ャ
ー
タ
ー
便
で
帰
国
し
た
武
漢
在
住
の
日
本
人
に
も
感
染
者
が
出
て
お
り
︑
水
際

対
策
に
大
童
で
あ
る
︒
そ
の
感
染
源
は
中
国
当
局
が
正
式
に
は
表
明
し
て
い
な
い
が
︑
ど
う
や
ら
武
漢
市
内
に
あ
る
海
鮮
市
場
で
売

ら
れ
て
い
た
野
生
動
物
︑
と
く
に
コ
ウ
モ
リ
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
︒
な
ぜ
コ
ウ
モ
リ
か
︑
そ
の
訳
は
本
文
で
明
ら
か
に
な
る
︒

(
後
述
)

本
書
は
三
年
前
に
公
刊
さ
れ
た
も
の
だ
が
︑
今
日
的
状
況
を
予
見
し
て
お
り
︑
一
読
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
こ
こ
に
紹
介
す

─160 ─(73)

す
る
と
︑
囲
炉
裏
の
中
か
ら
身
の
丈
三
寸
ほ
ど
の
木
の
実
を
被
っ
た
小
人
が
現
れ
︑
お
囃
子
の
よ
う
に
楽
器
を
鳴
ら
し
出
し
ま
し
た
︒
最
初

こ
そ
可
愛
い
と
思
っ
た
花
で
し
た
が
︑
囲
炉
裏
か
ら
ど
ん
ど
ん
出
て
く
る
小
人
た
ち
が
次
第
に
怖
く
な
っ
て
き
ま
し
た
︒
花
は
︑
小
人
達
を
囲

炉
裏
の
中
に
押
し
戻
し
︑
灰
の
中
に
埋
め
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
す
る
と
︑
こ
ん
ど
は
灰
の
中
か
ら
手
が
で
て
き
て
︑
花
の
足
を
掴
み
ま
し
た
︒

花
は
悲
鳴
を
あ
げ
て
︑
そ
の
ま
ま
気
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒

翌
日
︑
両
親
が
囲
炉
裏
の
灰
を
探
る
と
︑
柄
杓
と
木
の
実
の
種
が
沢
山
見
つ
か
り
ま
し
た
︒
や
は
り
柄
杓
と
木
の
実
が
化
け
た
の
で
し
ょ

う
︒
山
か
ら
も
ら
っ
た
木
の
実
は
︑
土
に
か
え
す
の
が
一
番
い
い
︒
そ
う
す
れ
ば
︑
ま
た
い
つ
の
日
か
沢
山
の
木
の
実
を
つ
け
る
の
だ
か
ら
︒

(

)

『
日
本
昔
話
名
彙
﹄
日
本
放
送
出
版
協
会
︑
昭
和
二
十
三

年
︑
1
9
0
−

1
9
1
頁
︒

8

3

(

)

『
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
﹄
第
二
巻
︑
民
俗
学
研
究
所
編

昭
和
三
十
年
︑
平
凡
社
︑
9
1
4
頁

9
(

)

『
日
本
昔
話
名
彙
﹄
︑
同
前
︒

10
(

)

『
民
族
﹄(

1
-
1
1
6
1
)

第
一
巻
第
六
号
︑
一
七
九
│
一
八
〇
頁
︑
大
正
十
五
年
九
月

11
(

)

『
定
本
柳
田
国
男
集

﹄
︑
六
九
頁

12

22

(

)

『
佐
渡
植
物
方
言
語
源
私
考
﹄
︵
本
間
健
一
郎
・
渡
辺
洋
子
著
︿
新
潟
県
植
物
分
布
調
査
記
録
／
石
沢
進
編
︑

﹀
︑
新
津
植
物
資
料
室
︑
二

13

6

〇
〇
三
年
︶
で
も
︑
カ
タ
バ
ミ
の
呼
び
名
と
し
て
﹁
す
ず
め
ぐ
さ
︵
雀
草
︶
︑
す
ず
め
の
あ
い
き
ょ
う
︵
雀
の
愛
嬌
︶
︑
す
ず
め
の
ち
ょ
う
ち
ん

︵
雀
の
提
灯
︶
︑
す
ず
め
の
は
か
ま
︵
雀
の
袴
︶
﹂
を
記
載
し
て
い
る
︒

(

)
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平
川
祐
弘
訳
﹁
ひ
ま
わ
り
﹂
平
川
祐
弘
編
訳
・
小
泉
八
雲
名
作
選
集
﹃
明
治
日
本
の
面
影
﹄
講
談
社
学
術
文
庫
︑
一
九
九
〇
年
︑
四
五
六
頁
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