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留

島

元

文
学
研
究
の
手
法
と
し
て
︑
ひ
と
つ
の
作
品
を
定
め
て
分
析
す
る
以
外
に
︑

言
葉
に
こ
だ
わ
り
︑
そ
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
用
例
︑
文
脈
を
ふ
ま
え
て
検
証

す
る
と
い
う
方
法
が
あ
る
︒
特
に
本
稿
で
あ
つ
か
う
﹁
妖
怪
﹂﹁
怪
異
﹂
に
ま

つ
わ
る
語
彙
は
︑
そ
の
実
態
が
と
ら
え
ら
れ
ず
︑
個
人
の
感
情
︵
恐
怖
︑
嫌
悪
︑

驚
き
︑
好
奇
心
︑
あ
る
い
は
笑
い
な
ど
︶
に
関
わ
る
こ
と
︑
も
の
︑
で
あ
る
場

合
が
多
く
︑
客
観
的
な
定
義
が
困
難
で
あ
る
ゆ
え
に
︑
つ
い
に
文
脈
を
ふ
ま
え

た
言
葉
︵
表
現
︶
と
し
て
と
ら
え
る
し
か
な
い
︒

本
稿
に
お
い
て
は
現
在
の
研
究
者
が
﹁
妖
怪
﹂﹁
怪
異
﹂
に
ま
つ
わ
る
語
彙

と
し
て
認
識
す
る
い
く
つ
か
の
言
葉
を
手
が
か
り
に
︑
そ
の
表
現
史
に
つ
い
て

簡
単
な
調
査
記
録
を
述
べ
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
語
彙
が
現
在
の
研
究
者
が
と
ら
え

る
の
と
同
じ
認
識
で
﹁
妖
怪
﹂﹁
怪
異
﹂
に
関
わ
る
の
か
︑
ま
た
は
歴
史
的
︑

社
会
的
な
背
景
に
よ
り
変
化
が
あ
る
の
か
︒
用
例
を
ふ
ま
え
︑
見
通
し
を
述
べ

た
い
︒

な
お
﹁
妖
怪
﹂
に
つ
い
て
︑
小
松
和
彦
氏
は
そ
の
中
身
を
︑

①

出
来
事
︵
現
象
︶
と
し
て
の
妖
怪
︵
妖
怪
・
現
象
︶

②

存
在
と
し
て
の
妖
怪
︵
妖
怪
・
存
在
︶

③

造
形
と
し
て
の
妖
怪
︵
妖
怪
・
造
形
︶

の
三
つ
の
領
域
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︑
と
い
う①
︒﹁
妖
怪
﹂
と
い

う
言
葉
は
︑
日
本
で
は
﹃
続
日
本
紀
﹄
宝
亀
八
年
︵
七
七
七
︶
三
月
の
記
事
が

初
見
と
な
る
︒

辛
未
︒
大
祓
︒
為
宮
中
頻
有
妖
怪
也②
︒

こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
﹁
妖
怪
﹂
は
﹁
妖
し
い
怪
﹂
で
あ
り
︑﹁
怪
異
﹂﹁
物
怪

も

っ

け

︵
あ
る
い
は
﹁
も
の
の
さ
と
し
﹂︶
﹂
と
同
じ
よ
う
に
︑
き
ざ
し
と
し
て
あ
ら
わ

れ
る
異
例
な
現
象
を
さ
す
語
彙
で
あ
っ
た③
︒
し
か
し
京
極
夏
彦
氏
︑
香
川
雅
信

氏
ら
の
一
連
の
研
究
に
よ
れ
ば
︑
近
代
以
降
﹁
妖
怪
﹂
は
井
上
円
了
に
よ
る

﹁
妖
怪
学
﹂
の
言
挙
げ
に
よ
っ
て
広
ま
り
︑
円
了
自
身
の
用
法
を
超
え
て
︑
怪
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異
現
象
で
は
な
く
︑
現
象
を
引
き
お
こ
す
存
在
︑
化
物
に
近
い
語
彙
と
し
て
周

知
さ
れ
た④
︒
香
川
氏
の
簡
潔
な
ま
と
め
を
引
く
︒

先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
円
了
の
い
う
﹁
妖
怪
﹂
は
現
在
の
﹁
妖
怪
﹂
と
は

異
な
る
意
味
あ
い
の
概
念
で
あ
っ
た
が
︑
当
時
の
人
々
は
︑
そ
れ
を
江
戸

時
代
の
﹁
化
物
﹂
に
替
わ
る
最
新
の
語
彙
と
し
て
受
け
入
れ
た
︒﹁
妖
怪
﹂

が
﹁
超
自
然
的
な
存
在
﹂
を
指
す
名
称
と
な
っ
て
い
っ
た
の
は
︑
実
は
こ

の
時
だ
っ
た
の
で
あ
る⑤
︒

一
方
︑
小
松
氏
は
近
世
に
お
け
る
黄
表
紙
に
お
け
る
表
記
に
つ
い
て

私
が
も
っ
と
も
興
味
深
く
思
っ
た
の
は
︑
わ
れ
わ
れ
が
﹁
妖
怪
﹂
と
表
現

す
る
モ
ノ
た
ち
を
︑﹁
化
物
﹂﹁
夭
怪
﹂﹁
妖
怪
﹂
な
ど
と
い
っ
た
多
様
な

表
記
を
し
つ
つ
も
︑
い
ず
れ
も
﹁
ば
け
も
の
﹂
と
読
ま
せ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
︒
江
戸
時
代
の
人
々
の
間
で
は
﹁
化
物
﹂
と
い
う
呼
び
方
が
一
般
的

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る⑥
︒

と
述
べ
る
︒
ま
た
京
極
氏
に
よ
れ
ば
︑
土
居
浩
氏
が
元
禄
二
年
︵
一
六
八

九
︶
刊
行
の
﹃
京
羽
二
重
織
留
﹄
の
分
類
を
調
査
し
︑
神
仏
の
霊
験
を
﹁
奇

瑞
﹂︑
神
仏
と
か
か
わ
ら
な
い
説
明
不
能
な
で
き
ご
と
を
﹁
妖
怪
﹂
に
振
り

分
け
て
い
る
︑
と
指
摘
し
て
い
る⑦
︒
こ
れ
ら
の
成
果
を
ふ
ま
え
京
極
氏
は
︑

﹁
妖
怪
﹂
と
い
う
言
葉
は
化
物
を
指
す
︑
や
や
硬
質
な
語
彙
と
し
て
用
意
さ

れ
た
も
の
の
︑
そ
れ
ほ
ど
使
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
︑
近
代
以
降
に
メ
ジ
ャ
ー

に
な
っ
た
︑
と
結
論
す
る
︒

こ
う
し
た
見
取
り
図
は
お
お
ま
か
に
正
し
い
で
あ
ろ
う
が
︑
近
世
期
の
用

例
に
つ
い
て
は
な
お
精
査
を
要
す
る
だ
ろ
う
︒
事
例
の
補
強
に
し
か
な
ら
な

い
が
︑
宝
永
元
年
か
ら
三
年
︵
一
七
〇
四
～
〇
六
︶
に
刊
行
さ
れ
た
真
言
僧

蓮
体
編
の
勧
化
本
﹃
観
音
冥
応
集
﹄
を
掲
げ
て
お
く
︒

二
夜
三
日
ノ
間
︑
十
一
面
ノ
護
摩
ヲ
修
セ
ラ
レ
ケ
レ
バ
︑
十
日
バ
カ
リ
モ

妖
怪
去
テ
静
ナ
リ
シ
ガ
︑
又
或
夜
ヨ
リ
初
ノ
如
ク
ニ
ナ
リ
ヌ
︒
加
持
ス
レ

バ
即
止
ム
︒
又
暫
ク
ア
ツ
テ
ハ
初
ノ
如
ク
来
リ
ケ
ル
程
ニ
︑
十
一
面
観
音

ノ
真
言
︑
百
遍
梵
書
シ
テ
︑
是
ヲ
以
テ
窓
ヲ
張
塞
ギ
ケ
レ
バ
︑
其
ヨ
リ
永

ク
妖
怪
来
ラ
ズ ⑧

︒

巻
四
︑
第
七
話
﹁
女
ノ
嫉
妬
故
ニ
祟
リ
ヲ
作
ス
真
言
ヲ
誦
シ
テ
攘
除
ク
事
﹂

の
例
で
あ
る
︒
延
宝
六
年
の
こ
ろ
摂
州
河
辺
郡
安
倉
村
で
︑
事
情
あ
っ
て
妻
と

別
れ
た
男
が
後
妻
を
迎
え
た
と
こ
ろ
︑
先
妻
が
夜
な
夜
な
後
妻
の
も
と
に
現
れ

る
と
い
い
︑
夫
の
目
に
は
見
え
な
い
が
人
の
出
入
り
で
き
な
い
窓
か
ら
侵
入
す

る
と
い
う
の
で
中
山
寺
の
秀
鑁
に
加
持
を
依
頼
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
︒
先

妻
は
﹁
物
怪

モ
ノ
ヽ
ケ

﹂
﹁
妖
鬼

ヤ

ウ

キ

﹂
と
も
呼
ば
れ
︑﹁
妖
怪
﹂
に
は
﹁
ヤ
ウ
ク
ワ
イ
﹂﹁
バ

ケ
モ
ノ
﹂
の
二
種
の
ル
ビ
が
宛
て
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
本
来
凶
兆
を
あ

ら
わ
す
語
彙
で
あ
っ
た
﹁
物も
っ

怪け

﹂
﹁
妖よ
う

怪か
い

﹂
が
と
も
に
﹁
超
自
然
的
な
存
在
を

指
す
名
称
﹂
に
変
化
し
て
い
る
様
相
が
み
え
る
︒

ま
た
同
じ
く
巻
四
第
十
二
話
は
﹁
猫
神
ノ
妖
怪
并
ニ
野
干
ノ
事
﹂
で
あ
る
︒

備
中
岡
山
に
猫
神
社
と
い
う
小
社
が
あ
っ
た
が
︑
鳩
を
飼
う
武
士
が
猫
神
に
鳩
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を
食
わ
れ
て
怒
り
︑
こ
れ
を
打
ち
殺
し
て
河
に
流
し
た
た
め
︑
猫
神
の
﹁
怨

霊
﹂
が
町
人
に
取
り
憑
き
悩
ま
せ
た
︒
猫
神
の
屍
を
探
し
て
埋
め
︑
ま
た
例
の

武
士
が
社
を
改
め
て
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
の
で
︑
そ
の
後
は
何
事
も
な
か
っ
た
︑

と
い
う
︒
ル
ビ
は
﹁
ヤ
ウ
ク
ワ
イ
﹂
で
あ
る
︒
い
ず
れ
も
近
世
中
期
の
例
と
し

て
注
目
で
き
る
だ
ろ
う
︒

｢う
し
を
に
﹂

︱
枕
草
子
か
ら
太
平
記
へ

︱

三
巻
本
﹃
枕
草
子
﹄
一
四
七
段
は
﹁
名
お
そ
ろ
し
き
も
の
﹂
を
列
挙
す
る
︑

物
尽
く
し
の
章
段
で
あ
る
︒

名
お
そ
ろ
し
き
も
の

青
淵
︒
谷
の
ほ
ら
︒
鰭
板
︒
く
ろ
が
ね
︒
つ
ち
く

れ
︒
い
か
づ
ち
は
名
の
み
に
も
あ
ら
ず
︑
い
み
じ
う
お
そ
ろ
し
︒
は
や
ち
︒

ふ
さ
う
雲
︒
ほ
こ
星
︒
肘
笠
雨
︒
荒
野
ら
︒
強
盗
︑
ま
た
よ
ろ
づ
に
お
そ

ろ
し
︒
ら
ん
そ
う
︑
お
ほ
か
た
お
そ
ろ
し
︒
か
な
も
ち
︒
い
き
す
だ
ま
︒

く
ち
な
は
い
ち
ご
︒
鬼
わ
ら
び
︒
鬼
と
こ
ろ
︒
む
ば
ら
︒
か
ら
た
け
︒
い

り
す
み
︒
牛
鬼
︒
碇
︒
名
よ
り
も
見
る
は
を
そ
ろ
し⑨
︒

当
該
の
章
段
は
能
因
本
で
は
一
五
七
段
に
あ
た
り
︑﹁
ほ
こ
星
﹂
の
あ
と

﹁
狼
︒
牛
は
さ
め
︒
ら
う
︒
ろ
う
の
長
︒
い
に
す
し
︒
そ
れ
も
名
こ
そ
は
︑
見

る
お
そ
ろ
し
︒
縄
む
し
ろ
﹂
の
ほ
か
﹁
牡
丹
﹂
が
加
わ
り
︑﹁
か
な
も
ち
﹂
が

な
い
︒
そ
の
他
︑
諸
本
に
よ
り
﹁
か
ら
た
け
﹂
を
﹁
か
ら
た
ち
︵
枳
殻
︶﹂
と

し
た
り
︑﹁
い
り
す
み
﹂
を
﹁
い
か
す
み
﹂
と
し
た
り
︑﹁
な
は
し
ろ
﹂﹁
つ
の

む
し
﹂﹁
あ
ら
た
人
た
ま
﹂﹁
さ
る
丸
﹂
な
ど
が
加
わ
る
本
文
も
あ
り
︑
現
在
で

は
不
詳
と
さ
れ
る
語
も
多
い⑩
︒

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
﹁
牛
鬼
﹂
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
諸
本
い
ず
れ
も
末

尾
近
く
に
あ
げ
ら
れ
て
お
り
︑
松
尾
聡
︑
永
井
和
子
校
注
﹃
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
﹄
で
は
旧
全
集
の
ま
ま
変
更
が
な
く
﹁
不
審
︒
一
説
︑
伝
説
に
い
う
海

や
淵
に
住
む
鬼
︒
ま
た
一
説
︑
地
獄
の
牛
頭
馬
頭
の
刹
鬼
﹂
と
す
る
︒
諸
注
で

は
北
村
季
吟
﹃
枕
草
子
春
曙
抄
﹄
以
来
﹁
牛
頭
馬
頭
の
た
ぐ
ひ
也⑪
﹂
と
す
る
も

の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
︒
い
く
つ
か
あ
げ
る
と

金
子
元
臣
校
注
﹃
枕
草
子
評
釈⑫
﹄

仏
教
に
お
け
る
牛
頭
馬
頭
の
刹
鬼
を
い
ふ
︒

田
中
重
太
郎
校
注
﹃
枕
冊
子
全
注
釈
﹄
三⑬

地
獄
閻
魔
の
庁
に
い
る
獄
卒
︒
牛
頭
・
馬
頭
と
い
う
鬼
︒

池
田
亀
鑑
・
岸
上
慎
二
校
注
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系

枕
草
子⑭
﹄

地
獄
閻
魔
の
庁
に
い
る
獄
卒
で
牛
頭
馬
頭
の
鬼
を
さ
す
か
と
い
う
︒

萩
谷
朴
校
注
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成

枕
草
子
﹄
下⑮

地
獄
変
の
屏
風
な
ど
に
描
か
れ
た
牛
頭
の
獄
卒
か
︒

萩
谷
朴
﹃
枕
草
子
解
環
﹄
三⑯

地
獄
変
の
屏
風
な
ど
に
描
か
れ
た
牛
頭
の
獄
卒
か
︒

石
田
穰
二
訳
注
﹃
枕
草
子⑰
﹄

伝
説
に
言
う
︑
海
ま
た
は
淵
の
怪
︒
牛
頭
人
身
の
地
獄
の
鬼
で
は
あ
る
ま
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い
︒

渡
辺
実
校
注
﹃
枕
草
子⑱
﹄

牛
頭
の
こ
と
か
と
言
う
︒﹁
牛
﹂﹁
鬼
﹂
共
に
恐
ろ
し
い
︒

石
田
穰
二
は
強
力
に
﹁
牛
頭
﹂
説
を
否
定
し
て
お
り
︑
確
か
に
管
見
の
限
り

地
獄
の
牛
頭
を
﹁
牛
鬼
﹂
と
す
る
明
確
な
用
例
は
︑
十
返
舎
一
九
﹃
東
海
道
中

膝
栗
毛
﹄
三
編
に
ま
で
下
る
︒
弥
次
郎
の
亡
母
を
神
お
ろ
し
し
た
巫
女
が
﹁
肴

は
骨
ま
で
く
や
つ
た
む
く
ひ
︑
今
は
牛
鬼
に
な
つ
て
︑
地
獄
の
門
番
を
し
て
ゐ

ら
る
る
ゆ
へ⑲
﹂
と
語
る
程
度
で
あ
る
︒

ま
た
︑
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
る
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
十
七
﹁
於
但
馬
国
古
寺

毘
沙
門
︑
伏
牛
頭
鬼
助
僧
語
第
四
二
﹂
で
は
﹁
牛
ノ
頭
ナ
ル
鬼
﹂
に
襲
わ
れ
た

沙
門
が
︑
法
華
経
を
誦
し
た
加
護
に
よ
り
毘
沙
門
に
助
け
ら
れ
た
と
語
る⑳
︒
た

だ
し
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
原
文
に
﹁
牛
鬼
﹂
の
表
記
は
な
く
︑
享
保
年
間
︵
一
七

一
六
～
三
六
︶
に
刊
行
さ
れ
た
井
澤
蟠
龍
長
秀
﹃
考
訂
今
昔
物
語
﹄
二
六
に
︑

同
話
を
﹁
七

毘
沙
門
天
伏
牛
鬼
助
僧
語
﹂
と
し
て
抄
出
す
る㉑
︒
本
文
で
も
朝

に
な
る
と
﹁
か
た
は
ら
に
牛
鬼
た
を
れ
て
死
居
り
﹂
と
い
う
表
現
が
あ
り
︑
季

吟
﹃
春
曙
抄
﹄
か
ら
は
五
十
年
ほ
ど
あ
と
の
例
だ
が
︑﹁
牛
頭
鬼
﹂
を
牛
鬼
と

す
る
理
解
は
共
有
さ
れ
て
い
よ
う
︒

こ
の
よ
う
に
地
獄
の
牛
頭
を
﹁
牛
鬼
﹂
と
理
解
す
る
例
は
近
世
に
多
く
︑
清

少
納
言
と
同
時
代
に
あ
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
︒
一
方
︑﹁
海
ま
た
は
淵
の
怪
﹂

と
し
て
語
ら
れ
る
﹁
牛
鬼
﹂
も
︑
各
地
の
民
俗
事
例
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
も

の
の㉒
︑
古
い
用
例
は
見
い
だ
せ
な
い
︒

中
世
に
さ
か
の
ぼ
る
﹁
牛
鬼
﹂
の
用
例
は
︑
﹃
太
平
記
﹄
巻
三
二
﹁
鬼
丸
鬼

切
の
事
﹂
に
あ
る
︒
渡
辺
綱
が
鬼
の
右
手
を
切
り
落
と
し
て
主
頼
光
に
献
上
し

た
と
こ
ろ
︑
鬼
が
頼
光
の
老
母
に
化
け
て
手
を
取
り
戻
し
に
来
る
と
い
う
故
事

の
場
面
で
あ
る
︒

﹁
こ
れ
は
我
が
手
に
て
候
ふ
﹂
と
て
︑
切
株
に
差
し
合
わ
せ
て
︑
忽
ち
に

長
二
丈
ば
か
り
な
る
牛
鬼
に
成
り
て
︑
酌
に
立
ち
た
る
綱
を
左
の
手
に
提

げ
て
︑
天
井
の
煙
出
よ
り
上
が
り
け
る
を
︑
頼
光
件
の
太
刀
を
抜
き
て
︑

牛
鬼
の
頸
を
懸
け
ず
切
つ
て
落
す㉓
︒

ま
た
︑﹃
太
平
記
﹄
本
文
か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
る
﹃
俵
藤
太
物
語
﹄
に

も

二
三
千
の
た
い
ま
つ
と
見
え
し
は
︑
足
に
て
や
あ
る
ら
ん
︒
頭
は
牛
鬼
の

ご
と
く
に
て
︑
そ
の
か
た
ち
大
な
る
こ
と
た
と
へ
ん
か
た
も
な
し㉔
︒

と
の
表
現
が
見
ら
れ
る
︒
校
注
で
は
獄
卒
の
牛
頭
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
︑
確

定
は
で
き
な
い
︒
む
し
ろ
﹁
︵
牛
の
よ
う
に
︶
巨
大
な
鬼
﹂
と
い
っ
た
表
現
で

あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
﹁
牛
鬼
﹂
は
﹃
枕
草
子
﹄
を
弧
例
と
し
て
﹃
太
平
記
﹄
ま
で

用
例
が
見
い
だ
せ
ず
︑﹃
太
平
記
﹄
に
至
っ
て
も
獄
卒
と
し
て
の
牛
頭
に
特
定

で
き
な
い
語
彙
な
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
﹃
枕
草
子
﹄
本
文
に
立
ち
返
っ
て
み
よ
う
︒
章
段
末
尾
の
﹁
名
よ
り

も
見
る
は
を
そ
ろ
し
﹂
の
一
文
に
﹁
碇
﹂
だ
け
で
な
く
﹁
牛
鬼
﹂
を
ふ
く
む
と
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す
れ
ば㉕
︑
清
少
納
言
は
﹁
牛
鬼
﹂
を
造
形
と
と
も
に
認
識
し
︑
名
前
以
上
に
具

体
的
な
外
形
を
恐
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
地
獄
絵
な
ど
の
受
容
が
考
え
ら
よ

う
︒
し
か
し
能
因
本
︑
前
田
本
︑
堺
本
で
は
こ
の
一
文
が
な
い
︒
す
な
わ
ち

﹁
牛
鬼
﹂
を
他
の
も
の
と
同
じ
く
﹁
名
前
が
︵
実
物
よ
り
も
︶
恐
ろ
し
い
も
の
﹂

と
認
識
す
る
︒

地
獄
絵
に
つ
い
て
は
︑
他
な
ら
ぬ
﹃
枕
草
子
﹄
七
七
段
﹁
御
仏
名
の
ま
た
の

日
﹂
に
︑
地
獄
絵
の
屏
風
絵
を
中
宮
定
子
か
ら
﹁
こ
れ
見
よ
﹂
と
言
わ
れ
た
清

少
納
言
が
怖
れ
て
逃
げ
隠
れ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
知
ら
れ
る㉖
︒
そ
れ
を
ふ

ま
え
れ
ば
地
獄
絵
の
獄
卒
を
名
前
が
恐
ろ
し
い
も
の
に
数
え
る
の
は
︑
や
や
違

和
感
が
あ
る
︒
三
巻
本
以
外
の
本
文
を
誤
写
と
判
断
し
﹁
名
よ
り
も
見
る
は
を

そ
ろ
し
﹂
き
も
の
と
数
え
る
か
︑
あ
る
い
は
﹁
牛
鬼
﹂
を
獄
卒
で
は
な
い
も
の

と
考
え
る
か
︑
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
︒

す
な
わ
ち
︑
少
な
く
と
も
三
巻
本
以
外
の
︑
能
因
本
︑
前
田
本
︑
堺
本
の
本

文
に
拠
る
か
ぎ
り
で
は
︑﹁
牛
鬼
﹂
を
名
前
ば
か
り
で
実
態
が
恐
ろ
し
く
な
い
︑

地
獄
絵
の
獄
卒
の
よ
う
な
具
体
的
造
形
を
と
も
な
わ
な
い
も
の
と
す
る
理
解
が

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
︒
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
﹃
太
平
記
﹄
に
至
れ
ば
︑
実
態
の
わ

か
ら
な
い
名
の
み
の
恐
ろ
し
い
も
の
と
し
て
﹁
牛
鬼
﹂
の
名
が
伝
承
さ
れ
て
い

た
可
能
性
が
︑
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒

牛
鬼
を
め
ぐ
る
伝
承

こ
こ
で
あ
え
て
﹁
海
や
淵
の
怪
﹂
で
は
な
い
牛
鬼
伝
承
を
と
り
あ
げ
て
み
た

い
︒鳥

取
県
日
野
郡
日
南
町
大
倉
山
は
︑
孝
霊
天
皇
が
牛
鬼
を
退
治
し
大
蔵
大
明

神
を
ま
つ
っ
た
︑
と
い
う
︒
あ
る
い
は
宝
暦
十
三
年
︵
一
七
六
三
︶
の
長
谷
部

家
文
書
﹁
当
日
野
郡
人
久
不
住
事
﹂
で
は
︑
大
倉
山
は
牛
鬼
山
と
呼
ば
れ
て
い

た
が
︑
長
谷
部
元
信
と
い
う
人
物
が
山
上
の
鬼
神
か
ら
米
俵
を
投
げ
つ
け
ら
れ
︑

こ
れ
を
受
け
た
の
で
鬼
は
姿
を
消
し
た
︑
さ
ら
に
元
信
が
神
社
を
建
立
す
る
と

鬼
は
二
度
と
現
れ
な
か
っ
た
︑
と
い
う㉗
︒

天
保
十
年
︵
一
八
三
九
︶
成
立
の
﹃
紀
伊
続
風
土
記
﹄
巻
八
八
に
は
︑
牟
婁

郡
尾
呂
志
荘
片
川
村
東
︑
栗
栖
村
と
の
往
還
道
に
あ
る
堂
野
碑
は
天
正
三
年

︵
一
五
七
五
︶
に
新
蔵
と
い
う
者
が
建
て
た
も
の
で
︑
以
来
牛
鬼
が
出
没
し
な

く
な
っ
た
と
記
す㉘
︒
石
碑
の
銘
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒

現
世
安
穏
後
生
菩
提
處
也

南
無
阿
彌
陀
佛

悪
魔
退
治
所

天
正
三
稔
己
亥
芒
種
吉
日
敬白

新
蔵
作

ま
た
︑
元
文
五
年
︵
一
七
四
〇
︶
成
立
の
村
井
古
道
﹃
南
都
年
中
行
事
﹄
に

よ
れ
ば
︑
若
草
山
の
山
焼
き
の
縁
起
と
し
て
﹁
牛
鬼
と
い
ふ
妖
怪
﹂
に
関
す
る

説
話
が
伝
え
ら
れ
る
︒

妖
怪
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義
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早
春
此
山
を
焼
ざ
る
時
は
牛
鬼
と
い
ふ
妖
怪
出
と
い
ふ
︒
依
㆑

之
正
月
丑

の
日
を
用
ひ
て
放
火
す
と
い
へ
ど
も
︑
近
年
日
を
撰
ま
ず
雨
天
残
雪
を
除

き
元
日
よ
り
三
日
過
ぎ
放
火
す㉙
︒

こ
れ
ら
に
先
立
ち
︑
万
治
年
間
︵
一
六
五
八
～
六
〇
︶
刊
行
の
﹃
東
海
道
名

所
記
﹄
一
に
は
﹁
浅
草
に
ハ
︑
観
音
お
は
し
ま
す
︒
き
せ
ん
く
ん
じ
ゆ
し
て
︑

あ
ゆ
ミ
を
は
こ
ぶ
︒
昔
︑
此
所
よ
り
︑
牛
鬼
が
出
て
︑
か
け
ま
ハ
り
け
り
と
い

ふ
︒﹂
と
あ
り㉚
︑﹃
丙
辰
紀
行
﹄
に
も
﹁
爰
に
寺
あ
り
︑
た
ふ
と
き
観
音
ま
し
ま

す
と
て
︑
人
の
多
く
参
詣
す
と
申
け
れ
ば
︑
⁝
⁝
む
か
し
此
所
よ
り
牛
鬼
の
出

て
︒
走
り
あ
り
き
し
事
を
︑
心
に
不
図
お
も
ひ
出
て
︒
馬
こ
そ
大
士
の
化
現
な

れ
︒
何
と
て
牛
は
出
け
る
ぞ
と
︒﹂
云
々
と
見
え
る㉛
︒
浅
草
寺
周
辺
に
︑
牛
鬼

が
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

さ
か
の
ぼ
る
と
﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
長
三
年
三
月
六
日
条
に
︑

丙
寅
︒
武
蔵
国
浅
草
寺
︑
如
牛
者
忽
然
出
現
︑
奔
走
于
寺
︑
于
時
寺
僧

五
十
口
計
食
堂
之
間
集
会
也
︑
見
件
之
怪
異
︑
廿
四
人
立
所
受
病
痾
︑
起

居
進
退
不
成
︑
居
風
云
々
︑
七
人
即
座
死
云
々㉜

と
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
﹁
牛
の
如
き
者
﹂
と
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
元
禄
期
刊
行
か

と
疑
わ
れ
る
古
浄
瑠
璃
﹃
丑
御
前
の
本
地
﹄
で
は
︑
浅
草
牛
御
前
社
の
本
地
を

源
頼
光
の
弟
﹁
丑
御
前
﹂
で
あ
る
と
語
る
︒

丑
御
前
は
北
野
天
神
の
転
生
で
︑
母
の
胎
内
に
や
ど
る
こ
と
三
年
三
月
︑
天

慶
四
年
辛
丑
︑
三
月
二
十
五
日
丑
の
日
︑
丑
の
刻
に
髪
や
歯
の
生
え
そ
ろ
っ
た

鬼
神
の
よ
う
な
容
貌
で
生
ま
れ
︑
乳
母
す﹅

さ﹅

き﹅

と
と
も
に
山
に
捨
て
ら
れ
る
が
︑

関
東
で
蜂
起
し
て
坂
田
金
時
ら
に
討
ち
滅
ぼ
さ
れ
︑
最
後
に
十
丈
の
牛
の
姿
で

暴
れ
狂
い
︑
つ
い
に
﹁
あ
ら
人
神
﹂
と
し
て
ま
つ
ら
れ
た
と
い
う㉝
︒
な
お
貞
享

四
年
︵
一
六
八
一
︶
刊
行
の
﹃
故
郷
帰
の
江
戸
咄
﹄
で
は
︑
牛
嶋
丑
御
前
社
は

建
長
年
間
浅
草
川
か
ら
現
れ
た
牛
鬼
が
人
民
を
悩
ま
せ
︑
観
音
堂
に
入
っ
て
行

方
知
ら
ず
と
な
っ
た
が
︑
こ
れ
を
一
社
の
神
と
し
て
い
わ
い
氏
神
と
し
た
︑
と

語
る
と
い
う㉞
︒
さ
ら
に
化
政
期
︵
一
八
〇
四
～
二
九
︶
成
立
の
地
誌
﹃
新
編
武

蔵
風
土
記
稿
﹄
巻
二
一
﹁
葛
飾
郡
之
二
﹂
で
は
︑﹁
牛
御
前
社
﹂
の
由
来
と
し

て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
︒

本
所
及
牛
嶋
ノ
鎮
守
ナ
リ
︑
此
本
所
表
町
最
勝
寺
持
祭
神
素
戔
嗚
尊
ハ
束

帯
座
像
ノ
画
幅
ナ
リ
︒
⁝
縁
起
ア
リ
︒
信
シ
カ
タ
キ
コ
ト
多
シ
⁝
老
翁
ハ

素
戔
嗚
尊
ノ
権
化
ナ
リ
︒
牛
頭
ヲ
戴
テ
守
護
シ
賜
ハ
ン
ト
ノ
誓
ニ
マ
カ
セ

テ
牛
御
前
ト
号
シ
︑
弟
子
良
本
ヲ
留
メ
テ
コ
ノ
像
ヲ
守
ラ
シ
メ
︑
本
地
大

日
ノ
像
ヲ
作
リ
釈
迦
ノ
石
像
ヲ
彫
刻
シ
︑
コ
レ
ヲ
留
メ
大
師
ハ
登
山
セ
リ
︒

⁝
⁝
又
建
長
年
中
浅
草
川
ヨ
リ
牛
鬼
ノ
如
キ
異
形
ノ
モ
ノ
飛
出
シ
︑
嶼
中

ヲ
走
セ
メ
ク
リ
当
社
ニ
飛
入
忽
然
ト
シ
テ
行
方
ヲ
知
ラ
ス
︒
時
ニ
社
壇
ニ

一
ツ
ノ
玉
ヲ
落
セ
リ
︒
今
社
宝
牛
玉
是
ナ
リ
ト
記
シ
タ
レ
ト
︑
旧
キ
コ
ト

ナ
レ
ハ
慥
ナ
ラ
サ
ル
コ
ト
多
シ㉟
︒

牛
頭
の
素
戔
嗚
尊
を
祀
る
牛
嶋
神
社
︵
牛
御
前
社
︶
の
縁
起
に
﹃
吾
妻
鏡
﹄

の
怪
異
を
結
び
つ
け
︑﹁
牛
鬼
﹂
出
現
を
語
る
︒
こ
の
よ
う
に
近
世
期
を
通
じ

妖
怪
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て
浅
草
川
か
ら
出
現
し
た
﹁
牛
鬼
﹂
を
寺
社
縁
起
と
結
ぶ
説
が
あ
っ
た
︒

い
ず
れ
も
﹃
太
平
記
﹄
流
布
後
だ
が
︑
頼
光
と
の
関
連
は
は
や
く
失
わ
れ
︑

牛
頭
と
も
無
関
係
な
﹁
牛
鬼
﹂
伝
承
が
各
地
に
寺
社
縁
起
と
し
て
定
着
し
て
い

た
の
で
あ
る
︒
浅
草
川
と
の
関
連
も
注
目
さ
れ
る
が
︑
な
に
よ
り
﹁
牛
﹂﹁
鬼
﹂

双
方
か
ら
想
像
さ
れ
る
﹁
恐
ろ
し
げ
な
も
の
﹂
と
い
う
︑
不
確
か
な
実
態
の
な

い
語
彙
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
こ
の
よ
う
な
広
が
り
を
生
ん
だ
の
で
は
な
い
か
︒

な
お
﹁
牛
鬼
﹂
に
つ
い
て
︑
先
行
研
究
で
は
神
功
皇
后
伝
説
と
の
関
連
を
重

視
す
る
も
の
も
あ
る㊱
︒
新
羅
へ
出
征
す
る
神
功
皇
后
の
船
を
襲
っ
た
牛
を
住
吉

神
が
投
げ
倒
し
た
た
め
牛
転
び
か
ら
牛
窓
に
な
っ
た
と
い
う
岡
山
県
の
地
名
由

来
に
つ
な
が
る
伝
承
で
あ
る
︒
は
や
く
今
川
了
俊
﹃
鹿
苑
院
殿
厳
島
参
詣
記
﹄

な
ど
に
見
え
︑
羅
山
﹃
本
朝
神
社
考
﹄
で
は
牛
は
﹁
塵
輪
﹂
と
い
う
鬼
の
化
け

た
も
の
と
さ
れ
る
︒
こ
の
伝
承
は
瀬
戸
内
地
方
に
多
く
牛
鬼
伝
説
が
伝
わ
る
こ

と
に
関
わ
り
︑
牛
と
水
辺
に
ま
つ
わ
る
信
仰
や
︑
四
国
地
方
の
風
流
祭
礼
と
の

関
連
な
ど
複
雑
な
問
題
が
残
さ
れ
る
が㊲
︑
全
て
に
答
え
る
用
意
は
な
い
︒
後
考

を
待
ち
た
い
︒

｢付
喪
神
﹂
の
成
立

︱
伊
勢
物
語
古
注
の
世
界

︱

器
物
の
妖
怪
に
関
す
る
総
称
と
し
て
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
の
が
﹁
付
喪

神
﹂
で
あ
る
︒﹁
付
喪
神
﹂
の
説
明
に
は
室
町
物
語
﹃
付
喪
神
記
﹄︵﹃
付
喪
神

絵
巻
﹄︶
の
冒
頭
部
分
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒

陰
陽
雑
記
云
︑
器
物
百
年
を
経
て
化
し
て
精
霊
を
得
て
よ
り
︑
人
の
心
を

誑
す
︒
こ
れ
を
付
喪
神
と
号
す
と
い
へ
り
︒
是
に
よ
り
て
世
俗
毎
年
立
春

に
さ
き
だ
ち
て
︑
人
家
の
ふ
る

（
古
）

具
足
を
払
い
だ
し
て
路
次
に
す

（
捨
）

つ
る
事
侍

り
︑
こ
れ
を
煤
払
と
い
ふ
︒
こ
れ
則
ち
百
年
に
一
年
た
ら
ぬ
付
喪
神
の
災

難
に
あ
は
じ
と
な
り㊳
︒

﹁
陰
陽
雑
記
﹂
と
い
う
書
物
に
よ
れ
ば
器
物
百
年
を
経
る
と
精
霊
を
得
る
︑

こ
れ
を
﹁
付
喪
神
﹂
と
い
う
︒
こ
の
た
め
一
般
に
︑
立
春
の
前
に
な
る
と
古
い

道
具
を
路
次
に
捨
て
る
︑
煤
払
い
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
る
︒
こ
れ
は
百
年
に

一
年
足
ら
ぬ
付
喪
神
の
難
に
あ
わ
な
い
た
め
だ
︑
と
い
う
︒

周
知
の
と
お
り
﹁
百
年
に
一
年
た
ら
ぬ
付
喪
神
﹂
と
い
う
言
い
回
し
は
︑

﹃
伊
勢
物
語
﹄
六
三
段
の
歌
を
ふ
ま
え
る
︒
年
を
経
て
も
色
好
み
の
心
を
忘
れ

な
い
老
女
が
︑
息
子
が
頼
ん
で
招
い
た
と
も
知
ら
ず
在
原
業
平
の
再
訪
を
信
じ
︑

様
子
を
う
か
が
い
に
来
た
こ
と
に
気
づ
い
て
業
平
の
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
︒

も
ゝ
百

と
せ

歳

に
ひ
と

一

ゝ
せ

歳

た
ら
ぬ
つ
く
も
が
み

我
を
こ
ふ
ら
し
お
も

面

か
げ

影

に
見
ゆ

す
で
に
田
中
貴
子
氏
に
よ
る
周
到
な
研
究
が
あ
り㊴
︑﹃
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語

抄
﹄
に
次
の
よ
う
な
妖
怪
化
し
た
﹁
付
喪
神
﹂
の
説
明
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
︒

つ
く
も
が
み
と
は
︑
百
鬼
夜
行
の
事
也
︒
陰
陽
記
云
︑
狸り

犀と
う

狐こ

狼ろ
う

之
類
た
ぐ
い

︑

満
百
年
致
人
怪
喪
︑
故
名
属つ
く

喪も

神が
み

と
い
へ
り
︒
是
は
り狸

と
う

犀

こ狐

ろ
う

狼

と
う

等

妖
怪
名
義
小
考

一
五
四



の
け
だ
物
︑
百
年
い
き
ぬ
れ
ば
色
々
の
へ
ん

変

げ化

と
成
て
人
に
わ
づ
ら
ひ
を

あ
た
ふ
︒
是
は
必
夜
あ
り
き
て
へ
ん

変

げ化

を
な
す
ゆ
へ
に
︑
夜や

行こ
う

神し
ん

と
も
い

ふ
な
り
︒
九
十
九
と
い
ふ
年
よ
り
変
化
そ初

む
る
也㊵
︒

付
喪
神
︵
属
喪
神
︶
と
は
﹁
百
鬼
夜
行
﹂
の
こ
と
で
︑
狐
狸
な
ど
動
物
も
百

年
生
き
れ
ば
人
に
わ
ざ
わ
い
を
な
し
︑
夜
行
し
て
変
化
す
る
か
ら
﹁
夜
行
神
﹂

と
も
い
う
の
だ
と
い
う
︒
こ
れ
に
続
い
て
︑
老
女
は
九
九
歳
で
は
な
い
が
業
平

を
悩
ま
せ
た
の
で
﹁
付
喪
神
﹂
と
い
っ
た
の
だ
︑
と
い
う
説
明
が
あ
る
︒
物
語

は
業
平
の
博
愛
的
な
精
神
を
︵
半
ば
呆
れ
な
が
ら
も
︶
肯
定
し
た
章
段
で
あ
っ

た
は
ず
だ
が
︑
こ
れ
ら
の
注
釈
は
老
女
を
﹁
年
経
て
人
を
悩
ま
す
﹂
厄
介
な
化

け
物
︑
と
し
て
理
解
す
る
︒

こ
れ
は
特
異
な
解
釈
で
は
な
か
っ
た
ら
し
く
︑﹃
増
纂
伊
勢
物
語
抄
﹄︑﹃
十

巻
本
伊
勢
物
語
注
﹄
な
ど
同
種
の
注
釈
を
あ
げ
る
も
の
は
多
い
︒
こ
こ
に
あ
る

﹁
陰
陽
記
﹂
と
い
う
書
名
も
権
威
づ
け
の
た
め
引
用
さ
れ
た
﹁
い
い
か
げ
ん
な

デ
ッ
チ
ア
ゲ㊶
﹂
と
い
う
の
が
定
説
で
︑﹃
付
喪
神
記
﹄
の
引
く
﹁
陰
陽
雑
記
﹂

は
伊
勢
物
語
注
の
影
響
を
示
す
残
滓
と
考
え
ら
れ
る
︒

で
は
︑
器
物
と
﹁
つ
く
も
が
み
﹂
と
の
つ
な
が
り
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の

か
︒
さ
ら
に
伊
勢
物
語
古
注
釈
の
世
界
を
探
っ
て
み
る
と
︑﹃
伊
勢
物
語
奥
秘

書
﹄
に
︑

人
の
家
具
は
何
に
て
も
あ
れ
︑
年
を
ふ
れ
は
︑
変
化
し
て
︑
人
を
悩
す
な

り
︒
さ
れ
と
も
︑
百
年
に
た
ら
ね
は
︑
人
に
見
あ
ら
わ
さ
れ
て
︑
人
を
た

ぶ
ら
か
す
事
︑
思
ふ
や
う
に
な
ら
す
︒
是
を
︑
つ
く
も
神
と
云
也㊷

と
あ
る
︒
さ
ら
に
荒
木
浩
氏
は
宮
中
の
﹁
作
物

つ

く

も

所
と
こ
ろ

﹂
に
着
目
す
る㊸
︒﹁
作
物

所
﹂
は
﹃
竹
取
物
語
﹄
な
ど
に
も
登
場
す
る
宮
中
の
細
工
物
を
造
り
だ
す
場
で

あ
る
が
︑
諸
本
に
よ
っ
て
﹁
く
も
ん
つ
か
さ
﹂
な
ど
と
書
か
れ
る
よ
う
に
︑
中

世
に
は
﹁﹁
つ
く
も
﹂
と
﹁
作
物
﹂
と
の
対
応
関
係
は
︑
は
や
く
よ
り
透
明
さ

を
失
っ
て
︑
民
間
語
源
が
発
生
し
や
す
い
言
語
環
境
に
あ
っ
た
﹂
と
い
う
︒

西
山
克
氏
は
﹁
私
は
﹃
絵
巻
﹄
の
付
喪
神
を
︑
平
安
時
代
前
期
に
成
立
す
る

宮
中
の
作
物
所
︵
つ
く
も
と
こ
ろ
︶
を
前
提
に
︑
﹁
作
物
︵
つ
く
も
︶﹂
に
か
け

た
室
町
知
識
人
の
創
作
と
考
え
て
い
る
﹂
と
端
的
に
ま
と
め
︑
古
辞
書
を
中
心

に
﹁
作
物
所
﹂
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る㊹
︒

実
は
﹃
伊
勢
物
語
集
注
﹄
六
に
も
﹁
九
禅
抄
云
︑
作
物
所
と
て
あ
り
︒
物
を

作
る
所
也
︒
細
工
に
物
を
作
り
つ
ら
ね
た
る
や
う
な
る
髪
と
也㊺
﹂
と
あ
る
︒
や

は
り
﹁
つ
く
も
が
み
﹂
を
﹁
作
物
﹂
と
掛
け
て
理
解
す
る
こ
と
は
︑
一
定
の
知

識
が
あ
れ
ば
周
知
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
こ
に
業
平
を
悩
ま
せ
る
伊
勢
物
語
の

老
女
が
重
ね
ら
れ
︑
言
語
遊
戯
的
に
成
立
し
た
の
が
﹁
付
喪
神
﹂
で
あ
っ
た
︑

と
考
え
て
よ
い
︒付

喪
神
の
背
景

こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
︑
﹁
付
喪
神
﹂
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
器
物
の
妖

怪
に
関
し
て
で
あ
る
︒
よ
く
知
ら
れ
る
と
お
り
︑
室
町
物
語
﹃
付
喪
神
記
﹄
に
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先
行
し
て
︑﹃
不
動
利
益
縁
起
﹄︵﹃
泣
不
動
縁
起
﹄︶︑﹃
土
蜘
蛛
草
紙
﹄︑﹃
融
通

念
仏
縁
起
﹄
な
ど
︑
十
四
世
紀
成
立
か
と
い
わ
れ
る
絵
巻
群
に
︑
鉄
輪
や
角
盥

な
ど
器
物
を
基
調
と
し
た
異
形
が
描
か
れ
る㊻
︒

複
数
の
絵
巻
に
同
工
の
異
形
が
描
か
れ
る
こ
と
は
図
様
の
流
通
と
し
て
も
注

目
す
べ
き
事
例
だ
が
︑
器
物
由
来
の
異
形
が
入
り
ま
じ
る
発
想
は
︑
ど
の
よ
う

に
形
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
言
語
遊
戯
的
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
﹁
付
喪

神
﹂
と
は
︑
ど
こ
で
交
わ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

か
つ
て
小
松
和
彦
氏
は
︑
付
喪
神
を
中
世
的
﹁
妖
怪
﹂
と
呼
ん
だ㊼
︒
小
松
氏

は
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
あ
ら
わ
れ
る
﹁
古
代
的
な
妖
怪
﹂
と
比
較
し
て
古
代
と

中
世
の
﹁
妖
怪
観
の
相
違
﹂
を
見
い
だ
し
︑
中
世
に
職
人
層
の
台
頭
し
た
こ
と

が
影
響
し
付
喪
神
が
成
立
し
た
と
推
論
し
た
の
で
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
古
代
的
な
妖
怪
は
︑
不
可
視
的
な
霊
が
事
物
に
変
じ
た
り
︑

示
現
し
た
り
す
る
と
い
う
形
で
そ
の
存
在
を
示
す
の
に
対
し
︑
中
世
的
な

妖
怪
は
︑
可
視
的
な
事
物
が
霊
的
な
も
の
を
獲
得
し
た
り
︑
そ
れ
に
内
在

す
る
精
霊
が
異
様
な
も
の
に
変
じ
た
り
し
て
︑
そ
の
存
在
を
語
り
示
そ
う

と
す
る
か
ら
で
あ
る
︒

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
︑
妖
怪
観
が
逆
転
し
て
い
る
の
で
あ
る㊽
︒

小
松
氏
の
あ
げ
る
﹃
今
昔
﹄
巻
二
七
﹁
東
三
条
銅
精
成
人
形
被
掘
出
語
第

六
﹂
は
︑
東
三
条
殿
の
屋
敷
に
身
長
三
尺
ば
か
り
の
︑
太
っ
た
五
位
の
官
人
姿

の
も
の
が
現
れ
た
が
︑
土
中
に
埋
め
ら
れ
た
銅
の
精
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
同
じ

く
﹁
鬼
現
油
瓶
形
殺
人
語
第
十
九
﹂
は
︑
賢
人
右
大
臣
と
も
呼
ば
れ
た
藤
原
実

資
が
︑
小
さ
な
油
瓶
が
あ
る
屋
敷
の
門
の
す
き
間
か
ら
邸
内
に
侵
入
す
る
の
を

見
た
と
い
う
︒
こ
れ
ら
は
不
可
視
の
精
や
鬼
︑
﹃
今
昔
﹄
の
い
う
﹁
霊
鬼
﹂
が
︑

官
人
や
器
物
の
姿
と
し
て
現
れ
た
の
で
あ
る
︒

で
は
小
松
氏
の
い
う
﹁
中
世
的
な
妖
怪
﹂
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
先
述
の
と
お

り
﹁
付
喪
神
﹂
は
︑
器
物
が
精
霊
を
得
て
変
じ
る
と
い
う㊾
︒
し
か
し
﹃
融
通
念
仏

縁
起
﹄
に
描
か
れ
る
疫
神
は
︑
別
段
器
物
が
古
び
た
も
の
と
い
う
解
説
は
な
い
︒

其
の
夜
の
夢
に
︑
異
形
の
者
共
︑
其
の
数
村
が
り
て
行
き
け
る
が
︑
此
の

家
の
門
の
内
へ
入
ら
ん
と
し
け
る
を
︑
主
出
向
き
て
曰
く
︑
此
は
家
内
の

男
女
︑
意
を
一
つ
に
し
て
︑
別
時
念
仏
を
始
む
べ
き
に
て
︑
結
番
し
て
︑

既
に
彼
の
番
帳
を
仏
前
に
置
け
り
︒
乱
入
す
る
こ
と
な
し
か
れ
と
言
ふ
︒

爰
に
役
神
滞
り
て
云
々
︑
汝
が
云
ふ
事
︑
実
に
然
な
り㊿
︒

と
あ
り
︑﹃
土
蜘
蛛
草
紙
﹄
に
し
て
も
本
文
で

つ
ゝ
み
を
う
つ
が
ご
と
く
足
お
と
し
て
︑
い
ひ
し
ら
ぬ
い
る
ひ
い
ぎ
ゃ
う

の
も
の
ど
も
︑
い
く
ら
と
い
ふ
か
ず
を
し
ら
ず
︑
あ
ゆ
み
き
た
れ
り
︒
は

し
ら
を
中
に
へ
だ
て
ゝ
を
の
〳
〵
ゐ
ぬ
︒
す
が
た
ま
ち
〳
〵
な
り 
︒

と
﹁
す
が
た
ま
ち
ま
ち
﹂
な
﹁
異
類
異
形
﹂
と
の
み
記
さ
れ
る
︒
こ
れ
を
﹁
器

物
の
妖
怪
﹂
と
理
解
し
て
し
ま
う
の
は
︑
む
し
ろ
付
喪
神
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
た
︑

誤
っ
た
見
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

私
見
で
は
﹁
付
喪
神
﹂
以
前
の
図
像
は
﹃
今
昔
﹄
説
話
に
あ
っ
た
よ
う
に
霊
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鬼
が
た
ま
た
ま
変
化
し
て
器
物
の
姿
を
現
し
た
姿
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
﹁
付

喪
神
﹂
成
立
以
前
の
図
像
は
﹁
器
物
の
妖
怪
﹂
で
あ
る
付
喪
神
と
同
一
視
す
べ

き
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
器
物
の
姿
を
と
っ
た
疫
神
︑
異
形
で
あ
り
︑
動
物
の

姿
を
し
た
異
形
と
い
り
ま
じ
る
こ
と
に
違
和
感
は
な
い
︒﹃
付
喪
神
記
﹄
以
前

の
例
を
︑
安
易
に
﹁
付
喪
神
﹂
と
ま
と
め
て
し
ま
っ
て
は
︑
見
え
な
く
な
る
も

の
が
あ
る
︒

付
喪
神
に
限
ら
ず
︑
年
経
た
も
の
が
怪
異
を
な
す
と
い
う
発
想
や
︑
草
木
ば

か
り
か
調
度
品
ま
で
仏
性
を
も
ち
歌
を
楽
し
む
と
い
っ
た
発
想
は
︑
す
で
に
田

中
貴
子
氏
ら
が
説
く
と
お
り
中
世
文
芸
の
世
界
で
ひ
ろ
く
受
容
さ
れ
た
考
え
方

で
あ
っ
た!
︒
付
喪
神
と
い
う
器
物
の
妖
怪
は
︑
こ
う
し
た
中
世
文
芸
の
発
想
と
︑

す
で
に
描
か
れ
た
﹁
器
物
の
姿
の
異
形
﹂
と
が
結
び
つ
い
た
と
こ
ろ
に
生
ま
れ

た
も
の
だ
ろ
う
︒
言
語
遊
戯
か
ら
生
ま
れ
た
﹁
付
喪
神
﹂
の
名
称
が
定
着
し
た

の
は
︑
中
世
文
芸
に
根
ざ
し
た
考
え
と
︑﹁
器
物
の
姿
の
異
形
﹂
像
と
︑
三
者

の
結
び
つ
き
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

小
括

こ
れ
か
ら
の
妖
怪
名
義
考

以
上
︑﹁
妖
怪
﹂﹁
牛
鬼
﹂﹁
付
喪
神
﹂
と
い
う
三
つ
の
言
葉
︵
表
現
︶
に
即

し
て
︑
古
典
資
料
と
そ
の
解
釈
を
ふ
ま
え
て
分
析
を
行
っ
た
︒
微
々
た
る
も
の

だ
が
︑
先
に
ふ
れ
た
︑
小
松
氏
に
よ
る
妖
怪
の
三
領
域
︵
①
現
象
︑
②
存
在
︑

③
造
形
︶
の
う
ち
︑
①
現
象
を
と
も
な
わ
な
い
存
在
に
つ
い
て
︑
文
学
の
手
法

か
ら
追
い
か
け
て
き
た
も
の
で
あ
る
︒

こ
こ
ま
で
の
考
察
を
ふ
ま
え
れ
ば
︑
三
領
域
を
具
体
的
に
す
れ
ば
①
内
容
︑

②
名
称
︑
③
造
形
・
図
像
に
相
当
す
る
︒
①
と
②
が
遊
離
し
う
る
と
こ
ろ
に
︑

実
態
の
な
い
妖
怪
と
し
て
の
特
性
が
あ
り
︑
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
︑
何
が

起
こ
っ
た
︑
と
い
う
内
容
を
伴
わ
な
い
︑
②
名
称
だ
け
の
﹁
妖
怪
﹂
が
︑
あ
と

か
ら
①
内
容
を
生
み
︑
③
図
像
化
・
造
形
化
さ
れ
る
︑
と
い
っ
た
こ
と
が
起
こ

る
︒
ま
た
︑
付
喪
神
の
よ
う
に
③
図
像
か
ら
の
再
解
釈
が
︑
①
や
②
に
影
響
す

る
︑
と
い
う
こ
と
も
あ
る
︒

こ
う
し
た
語
彙
を
め
ぐ
る
考
察
に
つ
い
て
︑
近
代
以
降
に
普
及
し
た
﹁
妖

怪
﹂
と
い
う
語
で
総
括
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
︑
あ
え
て
過
剰
な
説
明
を
加
え

る
な
ら
﹁
現
在
︑
妖
怪
の
名
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
言
葉
を
め
ぐ
る
考
察
﹂

と
し
て
︑
今
後
も
考
え
て
い
き
た
い
︒

注①

小
松
和
彦
﹁
妖
怪
と
は
何
か
﹂﹃
妖
怪
学
の
基
礎
知
識
﹄
角
川
選
書
︑
二
〇
一
一

年
②

﹃
新
訂
増
補
国
史
大
系
二

続
日
本
紀
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
二
〇

〇
七
年

③

森
正
人
﹁
モ
ノ
ノ
ケ
・
モ
ノ
ノ
サ
ト
シ
・
物
恠
・
恠
異

︱
憑
霊
と
怪
異
現
象
と

に
か
か
わ
る
語
誌

︱
﹂﹃
国
語
国
文
学
研
究
﹄
二
七
︑
一
九
九
一
年
︒
の
ち
﹃
古

代
心
性
表
現
の
研
究
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
九
年
所
収
︒

④

京
極
夏
彦
﹁
通
俗
的
﹁
妖
怪
﹂
概
念
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察
﹂
小
松
和
彦
編

妖
怪
名
義
小
考

一
五
七



﹃
妖
怪
学
大
全
﹄
小
学
館
︑﹃
妖
怪
の
理
︑
妖
怪
の
檻
﹄
角
川
書
店
︑
な
ど
︒

⑤

香
川
雅
信
﹁
妖
怪
の
思
想
史
﹂
前
掲
﹃
妖
怪
学
の
基
礎
知
識
﹄

⑥

小
松
和
彦
﹁
よ
み
が
え
る
草
双
紙
の
化
け
物
た
ち
﹂
ア
ダ
ム
・
カ
バ
ッ
ト
編
﹃
江

戸
化
物
草
紙
﹄
小
学
館
︑
一
九
九
九
年

⑦

京
極
氏
前
掲
書
︒
土
居
氏
の
報
告
は
﹁
怪
異
の
分
節

︱
﹃
京
羽
二
重
織
留
﹄
の

﹃
妖
怪
﹄
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂
第
二
十
回
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
﹁
日
本
に

お
け
る
怪
異
・
怪
談
文
化
の
成
立
と
変
遷
に
関
す
る
学
際
的
研
究
﹂
に
よ
る
︒

⑧

神
戸
説
話
研
究
会
編
﹃
宝
永
版
本

観
音
冥
応
集

︱
本
文
と
説
話
目
録
﹄
和
泉

書
院
︑
二
〇
〇
六
年

⑨

﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
⑱

枕
草
子
﹄
小
学
館
︑
一
九
九
七
年

⑩

田
中
重
太
郎
﹃
日
本
古
典
評
釈
・
全
注
釈
草
書

枕
冊
子
全
注
釈
﹄
角
川
書
店
︑

一
九
七
八
年

⑪

﹃
北
村
季
吟
古
註
釈
集
成
"

枕
草
子
春
曙
抄
﹄
下
︑
新
典
社
︑
一
九
七
七
年

⑫

金
子
元
臣
﹃
枕
草
子
評
釈
﹄
明
治
書
院
︑
一
九
二
七
年
︑
十
五
版

⑬

田
中
重
太
郎
前
掲
書

⑭

﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
一
九

枕
草
子
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
五
八
年

⑮

﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹄
下
︑
新
潮
社
︑
一
九
七
七
年

⑯

萩
谷
朴
﹃
枕
草
子
解
環
﹄
三
︑
同
朋
舎
出
版
︑
一
九
八
二
年

⑰

石
田
穰
二
訳
注
﹃
新
版
枕
草
子
﹄
角
川
文
庫
︑
一
九
八
〇
年

⑱

渡
辺
実
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系
二
五

枕
草
子
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
一

年
⑲

中
村
幸
彦
校
注
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
八
一

東
海
道
中
膝
栗
毛
﹄
小
学
館
︑

二
〇
〇
三
年
第
二
版

⑳

池
上
洵
一
校
注
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
二
四

今
昔
物
語
集
﹄
三
︑
岩
波
書
店
︑

一
九
九
三
年

㉑

稲
垣
泰
一
編
﹃
考
訂
今
昔
物
語
﹄
新
典
社
︑
一
九
九
〇
年

㉒

香
川
雅
信
﹁
牛
鬼
﹂
小
松
和
彦
編
﹃
日
本
怪
異
妖
怪
大
事
典
﹄
東
京
堂
出
版
︑
二

〇
一
三
年
︒
で
は
︑﹁
牛
の
よ
う
な
姿
の
怪
物
︒
⁝
民
間
伝
承
の
な
か
で
語
ら
れ
る

牛
鬼
は
︑
淵
や
滝
︑
海
な
ど
水
辺
に
出
没
す
る
こ
と
が
多
い
﹂
と
ま
と
め
る
︒
柳
田

國
男
﹃
日
本
伝
説
名
彙
﹄
日
本
放
送
協
会
︑
一
九
五
〇
年
︒
に
も
﹁
牛
鬼
淵
﹂
の
項

目
が
あ
り
︑
和
歌
山
県
︑
高
知
県
の
事
例
を
あ
げ
る
︒

㉓

長
谷
川
端
校
注
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
五
七

太
平
記
﹄
小
学
館
︑
一
九
九

八
年

㉔

田
嶋
一
夫
校
注
﹁
俵
藤
太
物
語
﹂
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系
五
五

室
町
物
語
集
﹄

下
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九
二
年

㉕

前
掲
︑
萩
谷
﹃
解
環
﹄
で
は
﹁
い
り
す
み
﹂
を
黥
と
理
解
し
た
う
え
で
﹁
黥
・
牛

鬼
・
碇
の
三
種
は
︑﹁
名
恐
ろ
し
き
も
の
﹂
と
い
う
本
段
の
主
題
か
ら
は
や
や
外
れ

て
︑
見
た
目
の
怖
ろ
し
さ
で
共
通
し
て
い
る
点
︑
こ
の
一
組
が
︑
地
名
・
土
木
・

天
・
地
・
人
・
植
物
と
進
ん
で
き
た
本
段
全
体
に
対
す
る
反
転
屈
折
の
締
め
括
り
を

な
し
て
い
る
︒﹂
と
す
る
︒

㉖

平
安
時
代
の
地
獄
絵
に
つ
い
て
は
︑
竹
居
明
男
﹁
日
本
古
代
六
道
絵
史
論
序
説

︱
そ
の
思
想
的
背
景
の
多
様
性

︱
﹂﹃
文
化
学
年
報
﹄
二
七
︑
一
九
七
八
年
︒

加
須
屋
誠
﹁
︿
図
様
と
位
置
づ
け
﹀
往
生
要
集
絵
の
成
立
と
展
開
﹂﹃
国
宝
六
道
絵
﹄

中
央
公
論
美
術
出
版
︑
二
〇
〇
七
年
な
ど
︒

㉗

﹃
日
本
歴
史
地
名
大
系
三
二

鳥
取
県
の
地
名
﹄
平
凡
社
︑
一
九
九
二
年

㉘

仁
井
田
好
古
編
﹃
紀
伊
続
風
土
記
﹄
第
三
巻
︑
帝
国
地
方
行
政
会
出
版
部
︑
一
九

一
〇
年
︒
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
て
閲
覧
︵
二
〇
一
九
年
十

二
月
八
日
︶

㉙

村
井
古
道
著
︑
喜
多
野
徳
俊
訳
﹃
南
都
年
中
行
事
﹄
綜
芸
舎
︑
一
九
七
九
年

㉚

朝
倉
治
彦
校
注
﹃
東
洋
文
庫
三
四
六

東
海
道
名
所
記
﹄
平
凡
社
︑
一
九
七
九
年

㉛

林
道
春
﹁
丙
辰
紀
行
﹂
岸
上
質
軒
校
注
﹃
続
帝
国
文
庫

紀
行
文
集
﹄
博
文
館
︑

一
九
〇
九
年

妖
怪
名
義
小
考

一
五
八



㉜

﹃
新
訂
増
補
国
史
大
系
三
三

吾
妻
鏡
﹄
後
編
︑
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
二
〇
〇
七
年

㉝

横
山
重
ほ
か
校
注
﹃
古
浄
瑠
璃
正
本
集
十
﹄
角
川
書
店
︑
一
九
八
二
年

㉞

前
掲
﹃
古
浄
瑠
璃
正
本
集
十
﹄
解
題

㉟

﹃
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
﹄
内
務
省
地
理
局
︑
一
八
八
四
年
︒
国
立
国
会
図
書
館
デ

ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲
覧
︵
二
〇
一
九
年
十
二
月
六
日
︶

㊱

水
上
勲
﹁︽
塵
輪
︾︽
牛
鬼
︾
伝
説
考
﹂﹃
帝
塚
山
大
学
人
文
科
学
部
紀
要
﹄
一
八
︑

二
〇
〇
五
年

㊲

関
連
す
る
先
行
研
究
と
し
て
︑
石
田
英
一
郎
﹃
新
版
河
童
駒
引
考

︱
比
較
民
俗

学
的
研
究

︱
﹄
岩
波
文
庫
︑
一
九
九
四
年
︒
東
京
大
学
出
版
会
版
︑
一
九
六
六
年
︒

大
本
敬
久
﹁
牛
鬼
論

︱
妖
怪
か
ら
祭
礼
の
練
物
へ
﹂﹃
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館

研
究
機
用
﹄
四
︑
一
九
九
四
年
︒
同
﹁
牛
鬼
の
起
源
に
関
す
る
序
説
﹂﹃
四
国
民
族
﹄

三
六
・
三
七
︑
二
〇
〇
四
年
七
月

㊳

鷲
尾
順
敬
︑
小
堀
く
ま
校
注
﹁
つ
く
も
神
﹂﹃
国
文
東
方
仏
教
叢
書
文
芸
部
上
﹄

東
方
書
院
︑
一
九
二
五
年

㊴

田
中
貴
子
﹃
百
鬼
夜
行
の
見
え
る
都
市
﹄
新
曜
社
︑
一
九
九
四
年
︒
ち
く
ま
学
芸

文
庫
版
︑
一
九
九
九
年

㊵

片
桐
洋
一
﹃
伊
勢
物
語
の
研
究

資
料
編
﹄
明
治
書
院
︑
一
九
六
九
年

㊶

片
桐
洋
一
﹁
解
題

十
巻
本
伊
勢
物
語
註

︱
冷
泉
家
流

︱
に
つ
い
て
﹂﹃
鉄

心
斎
文
庫
伊
勢
物
語
古
注
釈
叢
刊
﹄
一
︑
八
木
書
店
︑
一
九
八
八
年

㊷

片
桐
洋
一
編
﹃
伊
勢
物
語
古
注
釈
大
成
﹄
一
︑
笠
間
書
院
︑
二
〇
〇
四
年

㊸

荒
木
浩
﹁
ツ
ク
モ
ガ
ミ
の
心
と
コ
ト
バ
﹂﹃
徒
然
草
へ
の
途
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇

一
六
年
︒
初
出
は
﹁
モ
ノ
の
極
北

︱
ツ
ク
モ
・
心
・
コ
ト
バ
﹂﹃
ア
ジ
ア
遊
学
132

東
ア
ジ
ア
を
結
ぶ
モ
ノ
・
場
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
〇
年

㊹

西
山
克
﹁
鉄
輪
の
恋

︱
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
﹂﹃
関
西
学
院
史
学
﹄

四
六
︑
二
〇
一
九
年

㊺

﹃
鉄
心
斎
文
庫
伊
勢
物
語
古
注
釈
叢
刊
﹄
七
︑
八
木
書
店
︑
一
九
八
九
年

㊻

﹃
続
日
本
絵
巻
大
成

土
蜘
蛛
草
子
・
天
狗
草
子
・
大
江
山
絵
詞
﹄
中
央
公
論
社
︑

一
九
八
四
年
︒
な
お
﹃
土
蜘
蛛
草
紙
﹄
は
近
時
︑
十
五
世
紀
ま
で
成
立
を
引
き
下
げ

る
説
が
あ
る
︒
徳
田
和
夫
﹁
お
伽
草
子
と
説
話
﹂
﹃
説
話
文
学
研
究
﹄
五
四
︑
二
〇

一
九
年

㊼

小
松
和
彦
﹁
器
物
の
妖
怪

付
喪
神
を
め
ぐ
っ
て
﹂
﹃
図
説
百
鬼
夜
行
絵
巻
を
よ

む
﹄︒
初
出
は
﹃
月
刊
百
科
﹄
二
三
七
︑
平
凡
社
︑
一
九
八
二
年
︒
の
ち
﹃
憑
霊
信

仰
論
﹄
伝
統
と
現
代
社
︑
一
九
八
二
年
︒
講
談
社
学
術
文
庫
版
︑
一
九
九
四
年
所
収

㊽

小
松
︑
前
掲
論
文
︒

㊾

類
例
と
し
て
︑
朝
鮮
李
朝
期
の
野
談
集
﹃
於
于
野
譚
﹄
に
﹁
お
よ
そ
︑
物
の
怪
と

い
う
の
は
人
が
死
ん
で
鬼
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
︒
た
だ
者
が
古
く
な
っ

て
神
霊
が
入
り
込
み
︑
よ
く
幻
と
な
っ
て
形
を
現
し
︑
い
た
ず
ら
を
す
る
の
だ
︒
⁝

者
が
古
び
れ
ば
︑
神
霊
が
入
り
込
み
︑
形
状
を
具
え
る
と
い
う
の
は
︑
昆
虫
・
草

木
・
鳥
獣
・
魚
鼈
の
精
霊
な
ど
︑
よ
く
気
を
生
じ
て
虚
の
形
状
を
表
す
こ
と
が
珍
し

く
な
い
﹂
と
あ
り
︑
動
物
や
草
木
が
古
く
な
る
と
神
霊
が
入
り
込
み
妖
事
を
な
す
こ

と
が
あ
る
と
い
う
︒
柳
夢
寅
著
︑
梅
山
秀
幸
訳
﹃
於
于
野
譚
﹄
作
品
社
︑
二
〇
〇
六

年
㊿

﹃
続
日
本
の
絵
巻
二
一

融
通
念
仏
縁
起
﹄
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