
國學院大學学術情報リポジトリ

澁澤龍彥「髑髏盃」における<鎌倉> :
怪異の発生と場所のアイデンティティ―

言語: Japanese

出版者: 

公開日: 2024-03-12

キーワード (Ja): 澁澤龍彥, 鎌倉, 典拠, 怪異,

場所のアイデンティティ

キーワード (En): 

作成者: アンザイ, シンジ

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/0002000139URL



澁
澤
龍
彥
「
髑
髏
盃
」
に
お
け
る
〈
鎌
倉
〉

　
　
　
　

澁
澤
龍
彥
「
髑
髏
盃
」
に
お
け
る
〈
鎌
倉
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
怪
異
の
発
生
と
場
所
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
―

安　

西　

晋　

二　

　
　

キ
ー
ワ
ー
ド

　
　
　
　

澁
澤
龍
彥　

鎌
倉　

典
拠　

怪
異　

場
所
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

　
　
　

要
旨

　

澁
澤
龍
彥
の
小
説
「
髑
髏
盃
」（「
海
燕
」
一
九
八
五
年
七
月
）
に
お
い
て
、小
説
内
の
〈
鎌
倉
〉
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
た
。「
髑
髏
盃
」
は
、

一
七
五
七
（
宝
暦
七
）
年
に
没
し
た
盲
目
の
漢
詩
人
・
高
野
蘭
亭
の
逸
話
を
題
材
と
し
て
い
る
。
小
説
内
の
蘭
亭
は
、
巨
福
呂
坂
切
通
、
鶴
岡
八
幡
宮
、
若
宮
大

路
を
経
て
、
由
比
ヶ
浜
方
面
へ
と
向
か
い
、
極
楽
寺
に
い
た
る
と
い
う
現
代
の
鎌
倉
観
光
で
も
中
心
的
な
エ
リ
ア
を
移
動
す
る
。
小
説
が
発
表
さ
れ
た
一
九
八
〇

年
代
で
あ
れ
ば
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
、
誰
に
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
観
光
ス
ポ
ッ
ト
を
通
過
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

わ
か
り
や
す
い
エ
リ
ア
が
利
用
さ
れ
な
が
ら
も
、
語
ら
れ
る
内
容
は
、「
天
狗
つ
ぶ
て
」
な
ど
の
宝
暦
期
の
怪
異
と
な
る
。
極
楽
寺
に
あ
る
と
い
う
大
館
次

郎
宗
氏
の
墓
を
蘭
亭
が
暴
き
、
そ
の
髑
髏
で
酒
盃
を
作
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
百
井
塘
雨
『
笈
埃
随
筆
』
や
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
等
を
典
拠
と
し
て
い
る
。�
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（
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複
数
の
典
拠
と
情
報
の
重
ね
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、「
髑
髏
盃
」
の
〈
鎌
倉
〉
は
場
所
に
特
異
な
歴
史
と
事
物
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
発
生
す
る
怪
異
の
起

点
と
な
る
大
館
次
郎
宗
氏
の
墓
は
、
極
楽
寺
内
の
「
谷
倉
」
に
あ
る
と
さ
れ
る
。「
や
ぐ
ら
」
は
中
世
期
の
鎌
倉
に
固
有
の
墳
墓
で
あ
り
、
現
代
に
い
た
る
ま
で

怪
談
の
舞
台
に
も
な
り
続
け
て
き
た
。「
や
ぐ
ら
」か
ら
始
ま
る
怪
異
の
発
生
は
、典
拠
利
用
と
同
じ
く
鎌
倉
と
い
う
場
所
の
必
然
性
を
前
景
化
さ
せ
る
と
と
も
に
、

現
代
の
怪
談
文
脈
へ
も
「
髑
髏
盃
」
の
読
み
を
開
い
て
い
く
。「
髑
髏
盃
」
の
〈
鎌
倉
〉
は
、
現
実
的
か
つ
「
現
在
」
的
な
鎌
倉
と
完
全
に
乖
離
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
読
ま
れ
る
時
代
を
問
わ
な
い
現
在
性
を
担
保
し
つ
つ
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
髑
髏
盃
」
の
〈
鎌
倉
〉
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
レ
ル

フ
の
い
う
「
部イ

ン
サ
イ
ダ
ー

内
者
」
に
よ
る
場
所
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
場
所
の
内
部
的
な
経
験
者
を
通
じ
て
、
そ
の
場
所
に
固
有
の

歴
史
・
文
化
・
怪
異
が
連
環
し
な
が
ら
語
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、「
髑
髏
盃
」
の
〈
鎌
倉
〉
は
、
現
在
の
認
知
が
意
識
さ
れ
た
拡
張
的
な
場
所
と
し
て
成
立
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

一
、
澁
澤
龍
彥
と
鎌
倉

　

一
九
四
六
年
、
澁
澤
龍
彥
は
家
族
と
と
も
に
東
京
か
ら
鎌
倉
に
移
り
住
ん
だ
。
以
降
、
鎌
倉
に
住
み
続
け
た
澁
澤
に
と
っ
て
、
こ
の
地
は
特
別
な
場
所
と
な
る
。

澁
澤
は
、
数
々
の
エ
ッ
セ
イ
等
で
も
鎌
倉
を
語
り
、
後
年
は
「
き
ら
ら
姫
」「
ダ
イ
ダ
ロ
ス
」「
護
法
」「
髑
髏
盃（

（
（

」
で
小
説
の
舞
台
に
も
し
た
。

　

一
九
六
六
年
か
ら
北
鎌
倉
の
新
居
に
移
っ
た
澁
澤
龍
彥
は
、「
三
方
を
山
に
取
り
囲
ま
れ
た
、
明
月
谷
と
呼
ば
れ
る
谷
戸
の
一
角
に
あ
る
」
自
宅
を
愛
し
、「
目

を
上
げ
る
と
す
ぐ
、
緑
の
山
が
目
に
飛
び
こ
ん
で
く
る
こ
と
」「
春
か
ら
夏
、
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、
山
の
緑
は
微
妙
な
変
化
を
見
せ
る
が
、
そ
れ
が
机
の
前
に

坐
っ
た
ま
ま
、居
な
が
ら
に
し
て
眺
め
ら
れ
る
」
こ
と
を
、「
こ
の
上
な
い
浄
福（

（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
自
然
と
と
も
に
あ
る
静
か
な
鎌
倉
が
好
ま
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

一
方
で
澁
澤
は
、
観
光
地
と
し
て
賑
わ
う
鎌
倉
に
は
否
定
的
な
感
情
を
抱
い
て
い
た（

（
（

。
と
り
わ
け
一
九
八
〇
年
代
に
は
、
観
光
と
そ
れ
に
と
も
な
い
変
化
を
し
て

い
っ
た
「
現
在
」
の
鎌
倉
に
対
し
て
不
満
と
嫌
悪
が
露
骨
に
表
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
る（

（
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
鎌
倉
や
鶴
岡
八
幡
宮
周
辺
、
若
宮
大
路
か
ら
長

谷
寺
あ
た
り
ま
で
の
、
現
代
で
も
鎌
倉
観
光
の
中
心
部
と
も
い
う
べ
き
極
め
て
わ
か
り
や
す
い
エ
リ
ア
が
、「
護
法
」
と
「
髑
髏
盃
」
で
は
舞
台
と
し
て
設
け
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
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も
ち
ろ
ん
、
現
実
の
鎌
倉
と
、
物
語
化
さ
れ
た
〈
鎌
倉
〉
は
同
一
視
で
き
な
い
。
鎌
倉
の
中
心
部
を
舞
台
に
す
る
と
は
い
え
、「
護
法
」
は
寛
政
、「
髑
髏
盃
」

は
宝
暦
を
時
代
背
景
と
し
て
い
る
。
近
世
期
に
時
間
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
当
然
、「
現
在
」
と
は
大
き
く
異
な
る
〈
鎌
倉
〉
が
現
出
す
る
。
ま
た
、「
護
法
」

は
、「
怪
談
を
こ
の
む
当
時
の
世
相
」
と
い
う
作
中
の
こ
と
ば
を
受
け
、
怪
談
め
い
た
内
容
と
な
り
、
同
様
の
作
風
は
「
髑
髏
盃
」
に
も
共
通
し
て
い
る
。
特
に

「
髑
髏
盃
」
は
、
澁
澤
龍
彥
の
死
後
、
種
村
季
弘
編
『
日
本
怪
談
集　

上
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
九
・
八
）
と
遠
藤
周
作
編
『
そ
れ
ぞ
れ
の
夜
』（
角
川
書
店
、

一
九
九
三
・
四
）
と
い
う
、
怪
談
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
も
収
録
さ
れ
た（

（
（

。
た
だ
し
、
種
村
・
遠
藤
と
も
に
「
髑
髏
盃
」
に
は
直
接
言
及
を
し
て
い
な
い
た
め
、
両

者
が
こ
の
作
品
を
怪
談
と
し
て
ど
う
評
価
し
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。

　

宝
暦
期
を
時
代
背
景
と
し
つ
つ
そ
こ
に
怪
異
が
加
え
ら
れ
た
「
髑
髏
盃
」
は
、
小
説
発
表
当
時
の
「
現
在
」
の
鎌
倉
と
一
致
し
え
な
い
よ
う
な
物
語
の
空
間
で

は
あ
る
だ
ろ
う
。
作
家
自
身
の
発
言
内
容
を
顧
み
れ
ば
、
現
実
の
鎌
倉
を
峻
拒
し
た
怪
談
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
時
代
を
変
え

怪
異
と
と
も
に
描
か
れ
る
〈
鎌
倉
〉
か
ら
は
、
現
実
的
な
表
徴
は
読
み
取
れ
な
い
と
判
断
し
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
現
代
に
お
い
て
、
神
沼
三
平
太

は
、「
鎌
倉
は
、
怪
異
の
起
き
る
地
で
も
あ
る
。
狭
い
範
囲
に
怪
奇
ス
ポ
ッ
ト
が
密
集
し
て
い
る
」「
風
呂
ト
イ
レ
鎧
武
者
付
き
と
揶
揄
さ
れ
る
ほ
ど
、
武
者
の
霊

が
出
る
土
地
―
。
怪
談
と
日
常
が
隣
り
合
っ
た
土
地（

（
（

」
と
い
う
。
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
怪
談
文
化
を
め
ぐ
る
言
説
で
は
あ
る
が
、「
武
者
の
霊
」
と
さ
れ
る
理
由

は
鎌
倉
の
歴
史
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。「
髑
髏
盃
」
で
発
生
す
る
怪
異
も
、『
太
平
記
』
に
準
拠
し
た
史
実
を
起
点
と
す
る
。
古
戦
場
で
も
あ
っ
た
鎌
倉
の
歴
史

は
怪
異
と
切
り
離
し
が
た
く
、場
所
自
体
が
現
代
に
い
た
る
ま
で
怪
談
文
化
と
高
い
親
和
性
を
保
持
し
て
い
る
。
歴
史
と
怪
談
と
い
う
文
脈
に
よ
っ
て
、「
髑
髏
盃
」

は
現
代
の
鎌
倉
と
い
う
場
所
に
開
か
れ
る
読
み
を
誘
発
す
る
。
た
と
え
作
家
自
身
が
一
九
八
〇
年
代
当
時
の
「
現
在
」
の
鎌
倉
を
嫌
悪
し
て
い
た
と
し
て
も
、
宝

暦
期
を
背
景
と
す
る
「
髑
髏
盃
」
は
、
そ
う
い
っ
た
現
実
的
な
場
所
の
書
き
換
え
（
あ
る
い
は
差
異
と
一
致
）
を
読
み
解
く
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。

　
「
髑
髏
盃
」
は
、
実
在
し
た
近
世
期
の
盲
目
の
漢
詩
人
・
高
野
蘭
亭
の
死
に
ま
つ
わ
る
物
語
で
あ
る
。
小
説
内
の
高
野
蘭
亭
に
は
典
拠
が
あ
り
、
か
つ
そ
れ
に

該
当
す
る
書
籍
は
『
書
物
の
宇
宙
誌　

澁
澤
龍
彥
蔵
書
目
録
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
六
・
一
〇　

以
下
、『
蔵
書
目
録
』）
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
典

拠
に
は
、
蘭
亭
・
鎌
倉
・
怪
異
の
関
連
性
が
す
で
に
記
さ
れ
て
も
い
る
。「
髑
髏
盃
」
の
〈
鎌
倉
〉
に
は
、
典
拠
を
多
用
す
る
澁
澤
龍
彥
の
創
作
方
法
と
、
小
説

に
お
け
る
場
所
を
め
ぐ
る
問
題
系
が
結
び
付
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
髑
髏
盃
」
の
な
か
の
〈
鎌
倉
〉
が
ど
の
よ
う
に
描
か

れ
て
い
る
か
を
検
討
し
、
小
説
内
で
場
所
が
虚
構
化
さ
れ
て
い
く
機
構
の
析
出
を
試
み
た
い
。

三
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二
、
典
拠
の
利
用
と
鎌
倉

　

ま
ず
は
「
髑
髏
盃
」
の
梗
概
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
作
中
、
高
野
蘭
亭
は
、
酒
を
好
み
毒
舌
を
弄
し
、
酒
盃
の
蒐
集
を
趣
味
と
す
る
人
物
と
さ
れ
る
。

円
覚
寺
の
ほ
と
り
の
草
堂
で
風
雅
一
筋
の
生
活
を
楽
し
む
蘭
亭
は
、
あ
る
夜
、
同
じ
く
漢
詩
人
で
あ
る
秋
山
玉
山
と
彼
の
弟
子
が
泊
り
が
け
で
遊
び
に
来
て
い
た

際
、
ふ
た
り
を
と
も
な
っ
て
極
楽
寺
に
向
か
う
。
そ
こ
に
、
大
館
次
郎
宗
氏
の
墓
が
あ
る
と
睨
ん
だ
蘭
亭
は
、
そ
れ
を
暴
き
、
そ
の
髑
髏
を
も
っ
て
酒
盃
を
作
る

と
い
う
。
極
楽
寺
の
山
門
ま
で
来
た
と
こ
ろ
で
蘭
亭
が
こ
の
話
を
す
る
と
、
突
如
「
天
狗
つ
ぶ
て
」
が
起
こ
り
、
玉
山
は
恐
れ
、
墓
暴
き
を
止
め
る
よ
う
蘭
亭
に

告
げ
る
。
し
か
し
蘭
亭
は
、
せ
せ
ら
笑
い
、
つ
い
に
大
館
次
郎
宗
氏
の
墓
を
暴
い
て
し
ま
う
。
そ
の
一
年
後
の
同
月
同
日
、
蘭
亭
は
、
大
館
次
郎
宗
氏
の
髑
髏
で�

作
っ
た
盃
で
、
女
弟
子
の
栄
女
に
も
酒
を
飲
ま
せ
た
。
す
る
と
、
栄
女
は
倒
れ
、
彼
女
の
乱
れ
た
裾
の
な
か
か
ら
「
小
さ
な
異
様
な
も
の
」
が
現
れ
出
て
、
蘭
亭
の

足
に
噛
み
つ
く
。
激
痛
に
苦
し
む
蘭
亭
が
、
朦
朧
と
し
た
状
態
で
横
た
わ
っ
て
い
る
と
目
の
前
に
天
狗
が
現
れ
る
。
天
狗
は
、
蘭
亭
が
失
明
す
る
原
因
と
な
っ
た
、

日
本
橋
小
田
原
町
の
生
家
に
あ
っ
た
井
戸
を
示
し
、「
小
座
頭
」
と
の
一
件
を
蘭
亭
に
思
い
出
さ
せ
る
。
天
狗
は
、「
み
ん
な
一
度
は
こ
こ
へ
降
り
る
の
だ
か
ら
ね
」

と
い
い
、
蘭
亭
を
背
負
い
井
戸
の
底
へ
沈
ん
で
い
っ
た
。
鎌
倉
の
草
堂
で
は
、
ひ
っ
く
り
返
っ
て
手
足
が
膨
れ
上
が
っ
て
死
ん
で
い
る
蘭
亭
を
、
栄
女
が
見
つ
け

た
。
語
り
手
は
、「
大
館
次
郎
の
た
た
り
」
か
、「
小
座
頭
の
怨
念
」
か
、
蘭
亭
の
死
の
原
因
は
「
な
ん
と
も
い
え
な
い
」
と
い
う
。

　

高
野
蘭
亭
は
、
歴
史
上
で
は
宝
暦
七
（
一
七
五
七
）
年
七
月
六
日
没
と
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
し
た
が
っ
て
、
小
説
内
の
時
間
は
一
七
五
六
年
か
ら
一
七
五
七
年
に
蘭

亭
が
死
ぬ
ま
で
の
約
一
年
と
な
る
。
実
在
し
た
蘭
亭
の
死
因
は
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、「
髑
髏
盃
」
は
、
蘭
亭
の
死
の
、
虚
構
化
さ
れ
た
〝
真
相
〟
を
暗
示
的

に
語
る
物
語
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
蘭
亭
の
造
形
（
性
格
・
性
質
）
に
つ
い
て
小
説
内
で
は
、「
わ
る
い
癖
」
が
あ
る
と
し
て
「
天
性
酒
を
好
み
、
酔
え
ば
毒
舌
を
弄
し
、
相
手
か
ま
わ
ず
ば

か
呼
ば
わ
り
を
す
る
」「
身
辺
に
酒
盃
を
あ
つ
め
る
こ
と
を
好
ん
で
、
得
意
に
な
っ
て
こ
れ
を
見
せ
び
ら
か
す
。
相
手
が
い
ち
い
ち
感
心
し
て
や
ら
な
い
と
機
嫌

が
わ
る
い
」
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
酒
盃
の
蒐
集
に
対
す
る
蘭
亭
の
拘
泥
は
、
大
館
次
郎
宗
氏
の
墓
暴
き
へ
と
い
た
る
重
要
な
動
機
と
な
る
。

そ
し
て
、
大
館
次
郎
宗
氏
の
髑
髏
へ
と
蘭
亭
を
駆
り
立
て
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
が
、
栄
女
に
読
ま
せ
た
「
寛
文
の
こ
ろ
板
行
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
い
小
瀬
甫

庵
の
『
信
長
記
』」
で
あ
る
。
作
中
で
は
、
栄
女
の
音
読
と
い
う
形
で
『
信
長
記
』
の
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、「
め
ず
ら
し
き
肴
あ
り
、
い
ま
一
献�
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澁
澤
龍
彥
「
髑
髏
盃
」
に
お
け
る
〈
鎌
倉
〉

あ
る
べ
き
と
て
、
黒
漆
の
箱
出
で
き
た
る
。
何
な
ら
ん
と
あ
や
し
み
見
る
と
こ
ろ
に
、
柴
田
修
理
亮
勝
家
が
呑
み
け
る
と
き
、
み
ず
か
ら
蓋
を
あ
け
さ
せ
た
も
う

に
箔
に
て
濃
た
る
首
三
あ
り
」
と
い
う
箇
所
は
、「
文
中
の
「
箔
に
て
濃
た
る
首
」
と
は
、
漆
を
塗
り
金
泥
を
か
け
た
髑
髏
盃
の
こ
と
で
あ
る
」
と
語
ら
れ
、「
蘭

亭
の
生
き
て
い
た
宝
暦
の
こ
ろ
、か
な
ら
ず
し
も
そ
れ
は
有
名
な
は
な
し
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
は
な
し
に
蘭
亭
が
ふ
か
く
こ
こ
ろ
を
う
ご
か
さ
れ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
ふ
し
ぎ
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
」
と
、
髑
髏
で
作
っ
た
酒
盃
に
蘭
亭
が
関
心
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
さ
れ
た
。

　

目
黒
将
司
は
、
小
瀬
甫
庵
の
『
信
長
記
』
に
お
い
て
酒
宴
で
信
長
が
髑
髏
を
披
露
す
る
記
述
は
「
髑
髏
盃
に
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
酒
の
肴
と

し
て
披
露
し
た
と
い
う
状
況
」
で
あ
る
た
め
、「
文
中
の
「
箔
に
て
濃
た
る
首
」
と
は
、
漆
を
塗
り
金
泥
を
か
け
た
髑
髏
盃
の
こ
と
で
あ
る
」
と
す
る
「
髑
髏
盃
」

の
語
り
は
、「『
甫
庵
信
長
記
』
を
作
為
的
に
読
み
替
え
た
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る（

（
（

。『
信
長
記
』
に
関
し
て
は
、
桑
田
忠
親
校
注
『
改
訂　

信
長
公
記
』�

（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
六
）
と
神
郡
周
校
注
『
信
長
記
』
上
・
下
（
現
代
思
潮
社
、
一
九
八
一
・
九
、
一
〇
）
の
書
名
が
『
蔵
書
目
録
』
中
に
も
見
ら
れ
（
（
（

、

澁
澤
が
そ
れ
ら
を
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
こ
の
う
ち
、
神
郡
周
校
注
『
信
長
記
』
上
で
は
「
濃
た
る
頸
」
に
「
首
を
漆
で
固
め
金
泥
で

彩
色
し
た
も
の
。
薄
濃
（
は
く
た
み
）
と
云
う
」
と
の
注
釈
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
酒
盃
と
い
う
語
が
な
い
点
に
鑑
み
れ
ば
、
目
黒
の
い
う
「
読
み
替
え
」
に
も

見
え
る
。
だ
が
、
こ
こ
は
、
お
そ
ら
く
典
拠
の
存
在
が
大
き
い
。

　

目
黒
は
、
蘭
亭
を
「
慢
心
甚
だ
し
い
人
物
」
と
記
し
て
い
る
、
百
井
塘
雨
『
笈
埃
随
筆
』
巻
之
十
二
「
雑
説
八
十
ヶ
条　

廿
一
」
が
「
髑
髏
盃
」
の
典
拠
だ
と

し
て
い
る（

（
（

。『
笈
埃
随
筆
』
は
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
第
六
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
・
六
）
に
収
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
『
蔵
書
目
録
』
に
見
ら

れ
る（

（1
（

。『
笈
埃
随
筆
』
に
記
載
さ
れ
た
、
高
野
蘭
亭
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。

　
　

�

相
模
國
教
恩
寺
に
、
中
将
重
衡
卿
と
千
壽
前
と
酒
宴
せ
し
時
の
盃
有
り
。
大
さ
今
の
世
の
平
皿
の
ご
と
し
。
内
外
黒
塗
に
し
て
中
に
梅
花
の
蒔
繪
あ
り
。
予

東
武
に
あ
り
し
時
、高
野
蘭
亭
と
い
ひ
し
は
盲
人
に
て
詩
人
な
り
。
い
か
ゞ
し
て
か
こ
の
盃
を
乞
得
て
所
持
し
た
り
。
因
に
云
、此
盲
人
髑
髏
盃
を
拵
ん
と
て
、

よ
の
つ
ね
の
人
は
お
も
し
ろ
か
ら
ず
と
て
、
鎌
倉
に
あ
る
大
館
次
郎
が
塚
を
あ
ば
き
け
る
に
、
忽
ち
晴
天
か
き
曇
り
、
雷
鳴
雨
夥
し
か
り
け
る
を
、
辛
ふ
じ

て
取
て
歸
り
、
盃
と
し
樂
み
け
る
に
、
其
翌
年
其
月
其
日
に
死
し
た
り
。
平
人
の
塚
す
ら
猥
に
あ
ば
く
事
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
ま
し
て
や
勇
士
の
靈
何
ぞ
其

儘
に
置
べ
き
。
此
も
の
元
来
盲
人
に
て
、
詩
作
な
ど
す
る
氣
質
ゆ
へ
、
慢
心
甚
し
き
故
に
や
。
か
ゝ
る
災
ひ
に
も
逢
へ
り
。〔
中
略
〕
我
朝
に
て
は
織
田
信

長
公
、
浅
井
父
子
、
浅
倉
義
景
を
打
亡
し
、
其
生
首
を
盃
に
せ
し
と
云
。
此
三
人
我
等
に
大
き
に
苦
労
を
か
け
し
も
、
今
は
お
も
ふ
ま
ゝ
な
り
と
て
、
柴
田

五



國
學
院
大
學
紀
要
　
第
六
十
二
巻
（
二
〇
二
四
年
）

勝
家
を
は
じ
め
、
一
座
の
大
名
に
酒
を
賜
ふ
時
、
明
智
光
秀
の
み
一
人
下
戸
な
り
し
や
。
辭
し
て
飲
ざ
る
を
、
強
て
一
盃
を
飲
し
め
た
り
と
云
々
。

　

蘭
亭
の
性
格
・
性
質
と
、
大
館
次
郎
宗
氏
の
墓
暴
き
お
よ
び
酒
盃
の
作
成
と
い
っ
た
『
髑
髏
盃
』
の
大
筋
が
『
笈
埃
随
筆
』
に
基
づ
く
と
す
る
目
黒
の
指
摘
は

首
肯
で
き
る
。
た
だ
し
、「
其
生
首
を
盃
に
せ
し
」
と
い
う
記
述
が
す
で
に
『
笈
埃
随
筆
』
に
あ
る
。
と
す
れ
ば
、「
髑
髏
盃
」
の
「
文
中
の
「
箔
に
て
濃
た
る
首
」

と
は
、
漆
を
塗
り
金
泥
を
か
け
た
髑
髏
盃
の
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
一
節
は
、『
笈
埃
随
筆
』
を
元
に
し
た
言
説
で
あ
ろ
う
。「
髑
髏
盃
」
は
、「
有
名
な
は
な
し

で
は
な
か
っ
た
」
逸
話
を
知
り
、
髑
髏
で
作
っ
た
酒
盃
に
「
ふ
か
く
こ
こ
ろ
を
う
ご
か
さ
れ
た
」
蘭
亭
を
浮
上
さ
せ
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
箔
に
て
濃
た
る
首
」

は
盃
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
物
語
の
構
成
に
お
け
る
要
所
で
も
あ
る
。
蘭
亭
は
、「
野
心
勃
々
た
る
酒
盃
コ
レ
ク
タ
ー
」
と
さ
れ
、
髑
髏
の
酒
盃

に
対
し
て
「
い
か
な
る
代
価
を
は
ら
っ
て
も
こ
れ
を
手
に
入
れ
た
い
と
執
念
を
燃
や
す
て
い
の
男
だ
っ
た
」
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。
小
説
の
最
後
に
蘭
亭
は
、
そ

の
命
を
代
価
に
払
う
。
こ
の
よ
う
な
蘭
亭
の
造
形
・
伏
線
と
、「「
箔
に
て
濃
た
る
首
」
と
は
、
漆
を
塗
り
金
泥
を
か
け
た
髑
髏
盃
の
こ
と
」
と
す
る
語
り
手
の
解

釈
に
よ
っ
て
、「
作
為
的
に
読
み
替
え
た
も
の
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
わ
れ
た
文
脈
形
成
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、「
髑
髏
盃
」
に
お
け
る
典
拠

運
用
（
読
み
換
え
／
書
き
換
え
）
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
は
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
大
館
次
郎
宗
氏
は
、「
正
慶
二
・
元
弘
三
（
一
三
三
三
）
五
月
、
新
田
義
貞
と
と
も
に
新
田
荘
で
鎌
倉
幕
府
打
倒
の
兵
を
挙
げ
、
武
蔵
国
小
手
差
ヶ
原

の
合
戦
を
経
て
、
極
楽
寺
切
通
口
の
大
将
と
し
て
鎌
倉
を
攻
め
た
。
し
か
し
腰
越
の
辺
り
で
大
仏
貞
直
の
近
習
本
間
山
城
左
衛
門
の
郎
等
と
差
し
違
え
、
討
死
し

た（
（（
（

」
と
い
う
人
物
で
あ
る
。『
太
平
記
』
に
も
登
場
す
る
こ
の
大
館
次
郎
宗
氏
の
存
在
は
、
物
語
ら
れ
る
鎌
倉
の
必
然
性
を
作
り
出
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。
確
か
に
、主
人
公
で
あ
る
高
野
蘭
亭
、舞
台
と
な
る
鎌
倉
、そ
し
て
怪
異
の
原
因
と
な
る
大
館
次
郎
宗
氏
と
、物
語
の
主
要
な
枠
組
み
は
『
笈
埃
随
筆
』

に
そ
ろ
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、『
笈
埃
随
筆
』
の
み
が
『
髑
髏
盃
』
の
典
拠
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
高
野
蘭
亭
に
関
す
る
事
項
、
大
館
次
郎
宗
氏
と

怪
異
お
よ
び
鎌
倉
と
の
連
関
も
、
複
数
の
典
拠
の
総
合
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。
そ
こ
で
、
小
説
内
の
蘭
亭
が
大
館
次
郎
宗
氏
の
墓
暴
き
に
向
か
う
場
面
を
あ
ら
た

め
て
読
み
直
し
て
み
た
い
。

　
『
髑
髏
盃
』
で
は
、『
信
長
記
』
を
栄
女
に
読
ま
せ
て
か
ら
一
カ
月
ほ
ど
の
ち
、
弟
子
と
と
も
に
遊
び
に
来
て
い
た
秋
山
玉
山
を
誘
い
、
蘭
亭
は
深
夜
に
極
楽
寺

へ
と
向
か
う
。
蘭
亭
の
住
む
「
円
覚
寺
の
ほ
と
り
の
瑞
麓
山
の
下
に
い
と
な
ん
だ
草
堂
」
か
ら
、「
巨
福
呂
坂
を
越
え
て
鶴
ヶ
岡
八
幡
宮
の
前
に
出
、
さ
ら
に
若

宮
大
路
か
ら
ま
っ
す
ぐ
由
比
ヶ
浜
の
方
角
を
め
ざ
し
」、「
下
馬
橋
か
ら
右
に
折
れ
て
長
谷
小
路
」
を
進
ん
で
い
く
ル
ー
ト
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
蘭
亭
が
移
動
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澁
澤
龍
彥
「
髑
髏
盃
」
に
お
け
る
〈
鎌
倉
〉

し
た
行
程
を
す
で
に
著
し
て
い
る
文
献
は
『
蔵
書
目
録
』
中
に
見
ら
れ
な
い
。
黙
し
て
歩
き
続
け
る
な
か
、「
極
楽
寺
の
切
通
し
に
さ
し
か
か
っ
た
と
き
」
に
初

め
て
玉
山
は
目
的
地
が
極
楽
寺
で
あ
る
と
蘭
亭
に
知
ら
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
を
「
う
む
。
ほ
か
で
も
な
い
が
、
じ
つ
は
大
館
次
郎
宗
氏
の
墓
を
見
つ
け

出
し
た
い
と
思
っ
て
ね
」
と
蘭
亭
は
述
べ
、
続
く
玉
山
と
の
対
話
が
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
「
大
館
次
郎
宗
氏
。
あ
の
『
太
平
記
』
に
出
て
く
る
新
田
義
貞
一
門
の
部
将
の
こ
と
か
。」

　
　
　
「
そ
の
通
り
。」

　
　

�　
「
お
れ
の
う
ろ
お
ぼ
え
の
記
憶
に
よ
れ
ば
、
た
し
か
大
館
次
郎
は
元
弘
三
年
の
い
く
さ
の
と
き
、
義
貞
よ
り
も
一
足
は
や
く
極
楽
寺
坂
か
ら
鎌
倉
へ
攻
め

入
ろ
う
と
し
て
、
迎
え
撃
つ
北
条
方
の
兵
と
は
げ
し
く
戦
っ
た
末
、
武
運
つ
た
な
く
討
死
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
な
。」

　
　
　
「
そ
の
通
り
。
う
ろ
お
ぼ
え
ど
こ
ろ
か
、
よ
く
お
ぼ
え
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
。」

　
　

�　
「
稲
村
ヶ
崎
の
浜
の
近
く
に
、
こ
の
あ
た
り
で
十
一
人
塚
と
呼
ば
れ
て
い
る
古
い
石
塔
が
立
っ
て
い
る
。
伝
説
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
大
館
次
郎
主
従
十
一

人
を
葬
っ
た
墓
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
ね
。」

　
　

�　
「
い
や
、
そ
れ
は
ち
が
う
な
。
十
一
人
塚
は
お
そ
ら
く
無
名
の
兵
の
墓
だ
ろ
う
。
お
れ
が
し
ら
べ
た
と
こ
ろ
で
は
、
大
館
次
郎
の
墓
は
か
な
ら
ず
極
楽
寺

の
裏
山
に
あ
る
。
極
楽
寺
に
は
、
大
館
次
郎
が
討
死
の
み
ぎ
り
所
持
し
て
い
た
と
い
う
、
鞍
や
ら
鐙
や
ら
の
ご
と
き
遺
品
も
の
こ
っ
て
い
る
そ
う
だ
。」

　

語
り
手
に
よ
る
叙
述
が
な
く
、
登
場
人
物
ふ
た
り
の
対
話
の
み
の
進
行
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
典
拠
の
検
討
を
す
る
に
し
て
も
、『
笈
埃
随
筆
』
の
役
割
と
は

異
な
る
問
題
を
孕
む
。
ま
ず
、「
あ
の
『
太
平
記
』
に
出
て
く
る
」「
お
れ
の
う
ろ
お
ぼ
え
の
記
憶
に
よ
れ
ば
」「
稲
村
ヶ
崎
の
浜
の
近
く
に
、
こ
の
あ
た
り
で

十
一
人
塚
と
呼
ば
れ
て
い
る
古
い
石
塔
が
」
と
話
し
て
い
る
の
は
玉
山
で
あ
る
。
彼
の
こ
と
ば
は
か
な
り
説
明
的
で
あ
ろ
う
。
大
館
次
郎
宗
氏
が
何
者
か
を
示
す

辞
書
的
な
解
説
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。
こ
の
う
ち
、
十
一
人
塚
に
関
す
る
「
伝
説
」
を
、
蘭
亭
は
き
っ
ぱ
り
と
否
定
し
、「
大
館
次
郎
の
墓
は
か
な
ら
ず
極
楽
寺

の
裏
山
に
あ
る
」
と
断
言
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、「
極
楽
寺
に
は
、
大
館
次
郎
が
討
死
の
み
ぎ
り
所
持
し
て
い
た
と
い
う
、
鞍
や
ら
鐙
や
ら
の
ご
と
き
遺
品

も
の
こ
っ
て
い
る
そ
う
だ
」
と
い
う
情
報
に
あ
る
。

　

蘭
亭
は
、
大
館
次
郎
宗
氏
の
墓
の
特
定
に
関
し
て
「
苦
心
し
て
古
文
書
あ
れ
こ
れ
を
読
み
あ
さ
っ
て
」
と
い
う
が
、
作
中
で
明
確
な
情
報
源
が
開
示
さ
れ
て�
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い
な
い
以
上
、
玉
山
と
と
も
に
彼
ら
の
知
識
が
何
か
ら
得
ら
れ
て
い
る
か
は
判
然
と
し
な
い
。
近
世
期
の
知
識
人
で
あ
る
蘭
亭
・
玉
山
が
、『
太
平
記
』
に
目
を

と
お
し
て
い
た
と
解
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
物
語
を
動
か
す
契
機
と
な
っ
て
い
る
「
遺
品
」
の
情
報
は
、『
太
平
記
』
は
も
ち
ろ
ん
、『
笈
埃

随
筆
』
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
蘭
亭
の
発
言
の
背
後
に
あ
る
の
は
、『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
で
あ
ろ
う
。「
新
編
相
模
國
風
土
記
稿
巻
九
十
七　

村
里
部
鎌
倉
郡
巻
之
二
十
九　

〇
極
楽
寺
」
の
項
目
に
は
、「
鞍
一
口　

大
舘
次
郎
宗
氏
所
持
の
具
と
云
ふ
」「
鐙
一
口　

是
も
宗
氏
の
所
持
と
云
ふ
」
と
あ
り
、�

『
太
平
記
』
巻
一
〇
「
稲
村
崎
成
干
潟
事
」
冒
頭
に
お
け
る
大
館
次
郎
宗
氏
の
討
死
を
参
照
し
た
う
え
で
「
さ
れ
ば
此
時
宗
徒
の
郎
等
な
ど
此
二
品
を
當
寺
に
寄

納
せ
し
に
や（

（1
（

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、『
蔵
書
目
録
』
か
ら
、『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
は
『
日
本
随
筆
大
成
』
と
同
じ
書
棚
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。�

高
野
蘭
亭
と
、
大
館
次
郎
宗
氏
、
鎌
倉
と
の
連
な
り
は
『
笈
埃
随
筆
』
と
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
に
基
づ
く
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
玉
山
の
話
す
説
明
的
な
内
容
は
、「
う
ろ
お
ぼ
え
の
記
憶
」
と
し
て
語
ら
れ
る
大
館
次
郎
宗
氏
の
最
後
に
い
た
る
と
こ
ろ
ま
で
、
お
お
む
ね
『
太
平
記
』

巻
一
〇
「
稲
村
崎
成
干
潟
事
」
と
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
十
一
人
塚
に
関
す
る
記
述
は
『
太
平
記
』
に
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
一
六
七
二
（
延
宝
二
）
年
か

ら
編
纂
さ
れ
始
め
、
一
六
八
五
（
貞
享
二
）
年
に
完
成
し
た
と
さ
れ
る
『
新
編
鎌
倉
志
』
巻
之
六
に
は
、
十
一
人
塚
に
つ
い
て
「
里
民
傳
へ
て
、
昔
し
新
田
義
貞

の
勇
士
十
一
人
、
此
処
に
て
討
死
し
た
り
し
を
、
塚
に
つ
き
こ
め
、
上
に
十
一
面
観
音
堂
を
立
た
る
跡
な
り
と
云
ふ
。
義
貞
の
勇
士
十
一
人
、
未
考
也
。
昔
よ
り

此
濱
邊
は
戦
場
な
れ
ば
、
い
ず
れ
の
人
を
か
云
傳
へ
た
る
。
不
審（

（1
（

」
と
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
大
館
次
郎
宗
氏
の
名
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
に
佐
藤
善
次
郎
は
、
極
楽
寺
か
ら
稲
村
ケ
崎
の
ほ
う
へ
進
め
ば
、「
日
蓮
袈
裟
掛
松
」
が
あ
り
、
そ
こ
を
過
ぎ
て
「
少
し
く
進
め

ば
左
に
大
館
宗
氏
主
従
十
一
名
の
墓
と
題
せ
る
碑
あ
り（

（1
（

」
と
明
記
し
て
い
る
。
大
館
次
郎
宗
氏
と
十
一
人
塚
を
結
ぶ
、『
新
編
鎌
倉
志
』
に
は
見
ら
れ
な
い
言
説

で
あ
る
。
い
つ
頃
か
ら
十
一
人
塚
が
大
館
次
郎
宗
氏
の
墓
と
同
定
さ
れ
た
の
か
、
正
確
な
と
こ
ろ
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
明
治
以
降
は
そ
の
認
知
が
あ
る
よ

う
だ
。
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
三
月
に
は
、
鎌
倉
町
青
年
団
に
よ
っ
て
大
館
次
郎
宗
氏
の
墓
と
す
る
十
一
人
塚
の
史
跡
が
建
立
さ
れ
た
。
十
一
人
塚
と
大
館
次

郎
宗
氏
と
の
結
び
付
き
は
、
数
々
の
資
料
等
の
検
証
を
経
て
得
ら
れ
た
、
か
な
り
近
代
的
な
認
識
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。『
新
編
鎌
倉
志
』
は
「
髑
髏
盃
」
内

の
時
間
（
一
七
五
六
年
）
と
一
〇
〇
年
近
い
開
き
が
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
が
近
世
期
の
鎌
倉
に
流
通
し
た
伝
承
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
玉
山
の
発
言
は
一
種
の

ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、玉
山
の
解
説
を
否
定
す
る
蘭
亭
の
ほ
う
が
時
代
に
即
し
て
い
る
。
鎌
倉
は
作
家
自
身
の
生
活
圏
で
も
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、

十
一
人
塚
を
大
館
次
郎
宗
氏
の
墓
と
す
る
玉
山
の
よ
う
な
認
知
は
一
九
三
一
年
に
建
立
さ
れ
た
史
跡
に
起
因
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
高
野
蘭
亭
・
大
館
次

郎
宗
氏
・
鎌
倉
（
特
に
極
楽
寺
）
を
関
連
付
け
る
「
髑
髏
盃
」
の
記
述
は
、
時
代
の
整
合
性
を
問
わ
ず
、
現
代
の
認
知
が
ふ
ま
え
ら
れ
も
し
た
、
典
拠
の
複
合
に�
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澁
澤
龍
彥
「
髑
髏
盃
」
に
お
け
る
〈
鎌
倉
〉

よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

端
的
に
い
え
ば
、
複
数
の
典
拠
を
重
ね
合
わ
せ
た
創
作
に
よ
っ
て
、「
髑
髏
盃
」
の
〈
鎌
倉
〉
は
そ
の
場
所
に
固
有
の
歴
史
と
事
物
が
際
立
た
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
加
え
ら
れ
る
怪
異
の
発
生
も
ま
た
、
そ
う
い
っ
た
〈
鎌
倉
〉
の
形
成
と
無
関
係
で
は
な
い
。

　
　
　

三
、
怪
異
の
文
脈
と
鎌
倉

　
「
髑
髏
盃
」
に
は
、
大
館
次
郎
宗
氏
を
軸
と
し
て
三
つ
の
怪
異
が
発
生
す
る
。
ひ
と
つ
目
は
、「
天
狗
つ
ぶ
て
」、
ふ
た
つ
目
は
、
大
館
次
郎
宗
氏
の
髑
髏
で
作

ら
れ
た
盃
で
酒
を
飲
ん
だ
栄
女
か
ら
産
ま
れ
出
た
「
小
さ
な
異
様
な
も
の
」、
三
つ
目
は
、
そ
れ
に
噛
ま
れ
た
高
野
蘭
亭
が
死
の
間
際
に
見
た
天
狗
と
の
一
件
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
大
館
次
郎
宗
氏
の
墓
暴
き
に
端
を
発
す
る
、
一
連
の
怪
異
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

最
初
の
怪
異
と
な
る
「
天
狗
つ
ぶ
て
」
は
、
極
楽
寺
の
山
門
に
い
た
り
、「
元
弘
の
戦
乱
の
こ
ろ
に
討
死
し
た
、
名
の
あ
る
南
朝
の
忠
臣
の
髑
髏
」
で
盃
を
作

る
た
め
に
、「
大
館
宗
氏
の
墓
を
あ
ば
い
て
、
そ
の
髑
髏
を
ぜ
ひ
と
も
手
に
入
れ
た
い
と
念
願
し
て
い
る
の
さ
」
と
蘭
亭
が
話
し
た
直
後
に
発
生
す
る
。「
突
然
、

ど
こ
か
ら
か
大
小
の
石
が
ば
ら
ば
ら
と
飛
ん
で
き
て
、
頭
上
の
屋
根
を
ゆ
る
が
す
ば
か
り
に
落
ち
か
か
っ
た
」
と
い
う
こ
の
現
象
を
、
蘭
亭
と
玉
山
は
「
天
狗
つ

ぶ
て
」
と
呼
ん
だ
。「
天
狗
つ
ぶ
て
」
は
、「
天
狗
が
投
げ
る
と
い
う
つ
ぶ
て
。
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
飛
ん
で
く
る
つ
ぶ
て
」
と
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
第

九
巻
（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
・
九
）
に
も
載
っ
て
い
る
怪
異
で
あ
る
。「
天
狗
つ
ぶ
て
」
に
つ
い
て
、「
山
で
は
む
か
し
か
ら
よ
く
知
ら
れ
た
現
象
ら
し
い
」
と
述

べ
た
玉
山
は
、「
お
れ
の
郷
里
の
熊
本
で
も
、
そ
ん
な
は
な
し
は
よ
く
聞
い
た
。
も
し
石
に
あ
た
れ
ば
、
か
な
ら
ず
病
む
と
も
い
う
」
と
続
け
て
い
る
。
実
在
の

秋
山
玉
山
の
出
身
地
は
確
か
に
熊
本
で
あ
る（

（1
（

。
し
か
し
、「
も
し
石
に
あ
た
れ
ば
、
か
な
ら
ず
病
む
」
と
い
う
「
天
狗
つ
ぶ
て
」
の
特
徴
は
、
熊
本
で
は
な
く
「
豊

後
杵
築
」（
現
・
大
分
県
杵
築
市
）
で
知
ら
れ
た
話
と
な
る
。
こ
れ
も
、『
笈
埃
随
筆
』
に
お
い
て
「
豊
後
杵
築
」
生
ま
れ
の
「
佐
伯
玄
仙
」
の
逸
話
と
し
て
紹
介

さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
蘭
亭
の
髑
髏
盃
と
同
じ
『
笈
埃
随
筆
』
中
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
澁
澤
も
目
に
し
て
い
た
は
ず
だ
。
小
説
の
内
容
に
合
わ
せ
た
、
典

拠
の
書
き
換
え
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、「
天
狗
つ
ぶ
て
」
自
体
が
、
日
本
全
国
で
広
く
知
ら
れ
た
現
象
で
あ
る
。
大
分
県
固
有
の
怪
異
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
鎌
倉
で
も
、「
元
弘
二
年

の
春
の
頃
」
に
「
鎌
倉
の
街
に
、
天
狗
礫
と
い
ひ
ふ
ら
し
、
貴
戚
士
民
の
門
を
え
ら
ば
ず
、
夜
毎
に
つ
ぶ
て
う
ち
も
の
あ
り
。
又
夜
行
す
る
も
の
天
狗
に
あ
へ
ば
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か
な
ら
ず
蹴
殺
さ
れ
、
衣
服
を
剝
が
る
ゝ
と
て
、
黄
昏
よ
り
さ
ら
に
往
来
た
へ
、
士
民
戦
慄
て
舌
を
ふ
る
ひ
、
鎌
倉
中
お
だ
や
か
な
ら
ざ
り
け
り
」
と
い
う
話
が
、

岸
誠
之
『
桑
陽
庵
一
夕
話
』
中
の
「
光
林
房
律
師
賊
首
を
激
し
て
味
方
に
招
く
事
」
に
記
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
た
だ
し
、
こ
ち
ら
は
天
狗
の
正
体
が
「
小
冠
者
」
を
頭

目
と
し
た
若
者
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
内
容
に
な
る
た
め
、「
天
狗
つ
ぶ
て
」
そ
の
も
の
の
事
例
と
は
呼
び
が
た
い
。
と
も
あ
れ
、
一
三
三
二
（
元
弘
二
）
年
に
は

す
で
に
「
天
狗
つ
ぶ
て
」
は
鎌
倉
の
な
か
で
周
知
さ
れ
た
怪
異
で
は
あ
る
。

　

知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、「
天
狗
つ
ぶ
て
」
に
玉
山
は
恐
れ
を
抱
く
が
、
蘭
亭
は
墓
暴
き
を
敢
行
し
よ
う
と
極
楽
寺
の
境
内
に
入
っ
て
い
く
。
蘭
亭
が
ま
っ
す

ぐ
に
進
ん
で
い
く
極
楽
寺
の
「
裏
山
」
は
、「
ひ
と
の
め
っ
た
に
足
を
踏
み
入
れ
な
い
裏
山
に
は
い
く
つ
と
な
く
墓
が
あ
る
。
墓
と
い
っ
て
も
、
当
時
の
そ
れ
は

鎌
倉
石
の
山
腹
に
う
が
っ
た
横
穴
式
の
谷
倉
で
あ
る
」「
だ
れ
の
墓
か
を
特
定
す
る
の
は
極
度
に
む
ず
か
し
い
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
と
、「
天
の
一
角
で

雷
鳴
が
と
ど
ろ
き
、
青
い
稲
光
り
が
一
す
じ
闇
を
つ
ん
ざ
い
て
、
ま
っ
す
ぐ
寺
の
裏
山
の
あ
た
り
に
落
ち
か
か
る
」
と
さ
れ
、
墓
暴
き
の
完
遂
と
な
る
。
文
脈
上
、

大
館
次
郎
宗
氏
の
墓
も
「
谷
倉
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
谷
倉
」（
一
般
的
に
は
「
や
ぐ
ら
」
と
表
記
）
は
鎌
倉
に
お
け
る
中
世
期
の
墳
墓
で
あ
る
。
極
楽
寺

周
辺
で
も
、
極
楽
寺
旧
境
内
・
馬
場
ヶ
谷
や
ぐ
ら
郡
や
極
楽
寺
や
ぐ
ら
郡
な
ど
が
、
近
代
以
降
に
発
掘
・
調
査
さ
れ
て
い
る
。「
髑
髏
盃
」
内
で
も
「
だ
れ
の
墓

か
を
特
定
す
る
の
は
極
度
に
む
ず
か
し
い
」
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
実
の
「
や
ぐ
ら
」
も
誰
の
墳
墓
か
を
確
定
で
き
な
い
も
の
が
多
数
存
在
す
る
。
鎌
倉

を
舞
台
と
す
る
な
ら
ば
、
在
所
不
明
の
墓
と
し
て
「
や
ぐ
ら
」
が
選
ば
れ
る
の
は
必
然
的
な
帰
結
で
あ
ろ
う
。「
裏
山
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
極
楽
寺
旧
境
内
・

馬
場
ヶ
谷
や
ぐ
ら
郡
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
極
楽
寺
の
「
裏
山
」
に
大
館
次
郎
宗
氏
の
墓
が
あ
る
と
し
て
「
谷
倉
」
と
語
ら
れ
る
点
は
、
鎌
倉
と
い
う

場
所
の
特
性
が
ふ
ま
え
ら
れ
た
創
作
で
も
あ
る
。

　

大
三
輪
龍
彦
『
鎌
倉
の
や
ぐ
ら
』（
か
ま
く
ら
春
秋
社
、
一
九
七
七
、
四
）
で
は
、「
や
ぐ
ら
は
旧
鎌
倉
を
取
り
囲
む
丘
陵
に
は
驚
く
ほ
ど
密
集
し
て
い
て
、
一

度
で
も
鎌
倉
の
山
沿
い
や
山
中
の
小
径
を
た
ど
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
は
、
一
つ
や
二
つ
必
ず
見
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
鎌
倉
の
端
か
ら
一
歩
で
も

外
に
出
て
し
ま
う
と
、
急
激
に
そ
の
数
が
減
っ
て
し
ま
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
我
々
の
目
に
触
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
、「
や
ぐ
ら
」
が
鎌
倉
に
独
自

的
な
墳
墓
で
あ
る
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
書
の
「
鼎
談　

や
ぐ
ら
の
謎
を
さ
ぐ
る
」（
大
森
順
雄
・
永
井
路
子
・
大
三
輪
龍
彦
）
で
は
、「
や
ぐ
ら
」

を
土
で
塞
ぎ
そ
こ
に
家
を
建
て
た
と
こ
ろ
、
そ
の
並
び
数
軒
の
家
人
の
夢
に
武
士
が
出
て
来
て
水
を
求
め
た
と
い
う
怪
異
も
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
や
は

り
や
ぐ
ら
に
は
怨
霊
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
ね
」（
大
三
輪
）、「
我
々
は
七
百
年
の
怨
霊
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
精
神
的
な
作
法
を
と
っ
て
お
か
ね
ば
い
か
ん
と

思
う
の
で
す
よ
」（
大
森
）
と
交
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
武
士
な
ど
の
墳
墓
で
あ
る
が
ゆ
え
、「
や
ぐ
ら
」
と
怪
異
の
関
係
性
は
根
深
い
。
第
一
節
で
触
れ
た
、

一
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澁
澤
龍
彥
「
髑
髏
盃
」
に
お
け
る
〈
鎌
倉
〉

神
沼
三
平
太
『
鎌
倉
怪
談
』
に
も
「
や
ぐ
ら
」
に
関
す
る
怪
談
は
複
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
や
ぐ
ら
」
と
武
者
の
怪
異
は
、
近
年
の
怪
談
文
脈
の
み
な
ら
ず
、�

「
髑
髏
盃
」
発
表
以
前
か
ら
鎌
倉
で
共
有
さ
れ
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
大
館
次
郎
宗
氏
、
極
楽
寺
、「
谷
倉
」
と
い
う
怪
異
の
発
生
を
導
い
て

い
く
「
髑
髏
盃
」
の
構
成
は
、
鎌
倉
と
い
う
場
所
の
必
然
性
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
場
所
に
付
随
す
る
必
然
性
は
、
怪
異
の
発
生
が
あ
り
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
予
感
を
読
者
に
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
現
代

の
「
実
話
怪
談
」
に
お
い
て
は
「
怪
談
と
は
作
家
が
ゼ
ロ
か
ら
創
作
し
た
も
の
で
は
な
く
、
必
ず
誰
か
の
体
験
談
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
体
験
者
が
特
定
で
き
る

か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、絶
対
的
に
「
本
当
に
あ
っ
た
怖
い
話
」
に
他
な
ら
な
い
の
だ
、と
い
う
意
識
の
徹
底（

（1
（

」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
「
本

当
」
と
は
、
い
わ
ば
〝
リ
ア
リ
テ
ィ
〟
の
生
成
で
あ
ろ
う
。
高
田
敦
史
は
、
ホ
ラ
ー
映
画
や
怪
談
に
お
け
る
「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
風
の
演
出
」
に
つ
い
て
「
お

そ
ら
く
こ
こ
で
の
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
と
は
、
描
か
れ
て
い
る
出
来
事
を
現
実
に
も
起
こ
り
う
る
こ
と
と
し
て
描
き
、
登
場
人
物
を
自
分
の
身
近
に
も
存
在
し
う
る

人
物
に
見
せ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う（

（1
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
殊
に
現
代
の
怪
談
文
脈
で
は
、「
体
験
者
」
の
存
在
や
「
実
話
」
で
あ
る
と
い
う
演
出
・
前
提
が
、
読

者
の
日
常
・
現
実
に
連
続
す
る
可
能
性
を
予
感
さ
せ
る
〝
リ
ア
リ
テ
ィ
〟
の
生
成
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ（
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。

　

こ
う
い
っ
た
、
実
際
に
あ
り
え
る
と
い
う
予
感
（
一
種
の
〝
リ
ア
リ
テ
ィ
〟）
の
生
成
は
、
演
出
や
前
提
、「
体
験
者
」
の
存
在
だ
け
で
は
な
く
、
場
所
に
よ
っ

て
も
創
造
し
う
る
。
怪
談
作
家
の
黒
木
あ
る
じ
は
、「
怪
異
の
背
景
に
「
地
域
の
歴
史
や
文
化
」
が
絡
ん
だ
途
端
、「
偶
然
」
は
「
必
然
」
へ
姿
を
変
え
る
。「
あ

の
場
所
な
ら
、
な
に
が
起
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
」
と
奇
妙
な
説
得
力
を
持
ち
、「
そ
の
場
所
だ
か
ら
起
こ
り
得
た
の
だ
」
と
謎
の
理
由
づ
け
が
な
さ
れ
る
。

き
わ
め
て
個
人
的
な
体
験
で
あ
っ
た
「
怪
異
と
の
遭
遇
」
は
、「
土
地
」
と
い
う
付
加
価
値
を
得
て
、
物
語
に
な
る（

1（
（

」
と
語
る
。
怪
異
が
起
き
て
も
不
思
議
は
な

い
と
感
じ
さ
せ
る
「
奇
妙
な
説
得
力
」
は
、「
地
域
の
歴
史
や
文
化
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
。「
髑
髏
盃
」
で
い
え
ば
、極
楽
寺
近
辺
の
鎌
倉
お
よ
び
「
や
ぐ
ら
」

と
、
大
館
次
郎
宗
氏
の
史
実
で
あ
る
。
場
所
に
根
差
し
た
こ
の
よ
う
な
物
語
が
、「
天
狗
つ
ぶ
て
」
等
の
怪
異
の
発
生
を
、「
起
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
」
と
い

う
予
感
（
一
種
の
〝
リ
ア
リ
テ
ィ
〟）
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
。
現
代
の
怪
談
に
通
底
す
る
怪
異
発
生
の
構
造
は
、宝
暦
期
を
背
景
と
し
た
「
髑
髏
盃
」
の
〈
鎌

倉
〉
か
ら
も
十
分
に
読
み
取
れ
よ
う
。

　
「
髑
髏
盃
」
で
は
、
蘭
亭
が
大
館
次
郎
宗
氏
の
墓
暴
き
を
終
え
た
一
年
後
、「
小
さ
な
異
様
な
も
の
」
と
天
狗
の
一
件
と
、
さ
ら
に
ふ
た
つ
の
怪
異
が
続
く
。�

「
小
さ
な
異
様
な
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
現
時
点
で
は
典
拠
不
明
で
あ
り
、
今
後
も
調
査
を
継
続
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
一
方
、
天
狗
と
の
や
り

取
り
は
、
蘭
亭
の
失
明
に
関
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
含
ん
で
お
り
、
お
そ
ら
く
は
『
蘐
園
雑
話
』
を
典
拠
と
す
る
。
蘭
亭
は
「
こ
の
井
戸
を
お
ぼ
え
て
い
る
か
」
と

一
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國
學
院
大
學
紀
要
　
第
六
十
二
巻
（
二
〇
二
四
年
）

天
狗
に
問
わ
れ
、
そ
れ
は
「
ま
ぎ
れ
も
な
く
小
田
原
町
で
魚
問
屋
を
い
と
な
ん
で
い
た
父
の
邸
の
庭
に
あ
っ
た
井
戸
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
」
と
語
ら
れ
る
。
こ

の
井
戸
の
く
だ
り
は
、「
一
六
七
歳
の
」
蘭
亭
が
自
宅
の
「
小
座
頭
」
を
「
虫
が
好
か
な
か
っ
た
」
た
め
、「
母
の
針
箱
に
金
子
三
両
あ
る
も
の
」
を
「
小
座
頭
の

道
具
の
中
に
入
れ
」、
結
果
、
蘭
亭
の
「
両
親
の
怒
り
」
を
買
っ
た
「
小
座
頭
」
が
「
鬱
憤
し
て
、
主
家
の
庭
の
井
戸
に
身
を
投
げ
て
死
ん
だ
。
蘭
亭
が
目
を
病

み
出
し
た
の
は
、
こ
の
日
か
ら
だ
」
と
い
う
内
容
に
な
る
。
こ
れ
と
同
様
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、『
蘐
園
雑
話
』
内
に
あ
る（
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。

　

た
だ
し
、『
蘐
園
雑
話
』
に
天
狗
は
出
て
こ
な
い
。『
蘐
園
雑
話
』
は
、蘭
亭
が
失
明
し
た
原
因
と
し
て
「
小
座
頭
」
と
の
出
来
事
を
紹
介
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

「
髑
髏
盃
」
で
は
、「
天
狗
つ
ぶ
て
」
を
契
機
と
し
た
一
連
の
怪
異
と
し
て
、
天
狗
が
登
場
し
井
戸
を
促
す
内
容
に
『
蘐
園
雑
話
』
内
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
置
き
直
さ

れ
て
い
る
。
物
語
内
の
蘭
亭
は
、「
鎌
倉
の
草
堂
」
に
倒
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
失
明
に
い
た
る
記
憶
と
日
本
橋
小
田
原
町
と
い
う
場
所
は
、
超
越
的
に
語
ら
れ
つ

つ
も
、「
鎌
倉
の
草
堂
」
の
時
間
・
空
間
と
同
時
に
存
立
し
、
天
狗
の
存
在
を
媒
介
に
し
て
〈
鎌
倉
〉
に
お
け
る
怪
異
の
延
長
線
上
に
接
続
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

鎌
倉
に
由
来
し
た
「
天
狗
つ
ぶ
て
」
と
天
狗
と
い
う
ふ
た
つ
の
怪
異
の
連
関
が
、「
小
座
頭
」
の
怨
念
と
も
い
え
る
新
た
な
怪
異
を
小
説
内
の
蘭
亭
の
身
に
起
こ

り
う
る
事
象
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
髑
髏
盃
」
に
お
い
て
、
高
野
蘭
亭
、
鎌
倉
、
怪
異
の
三
つ
は
、『
笈
埃
随
筆
』
を
元
と
し
た
構
成
で
は
あ
る
が
、『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
や
『
蘐
園
雑
話
』

な
ど
複
数
の
典
拠
を
総
合
し
な
が
ら
、
と
り
わ
け
鎌
倉
と
い
う
場
所
の
独
自
性
が
前
景
化
す
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
と
読
め
る
。
そ
し
て
、
場
所
に
固
有
の
歴

史
や
文
化
と
怪
異
を
連
携
さ
せ
る
物
語
の
形
成
は
、
現
代
に
お
け
る
怪
談
の
文
脈
へ
と
「
髑
髏
盃
」
の
読
み
を
開
い
て
も
い
た
。
特
に
、「
谷
倉
」
を
怪
異
の
発

生
源
と
す
る
点
は
、
第
二
節
で
も
確
認
し
た
よ
う
な
鎌
倉
の
現
代
性
を
喚
起
し
て
い
る
。
確
か
に
、
小
説
発
表
当
時
に
お
け
る
「
現
在
」
の
鎌
倉
と
「
髑
髏
盃
」

の
〈
鎌
倉
〉
と
に
は
差
異
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
読
み
を
念
頭
に
置
け
ば
、
そ
れ
が
、
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
、
い
か
な
る
距
離
を
表
し
て
い
る
か
が
、

や
は
り
重
要
で
あ
ろ
う
。
明
ら
か
な
乖
離
と
即
断
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
次
に
、「
髑
髏
盃
」
の
〈
鎌
倉
〉
の
特
性
を
、
視
点
を
変
え
て
小
説
が
発

表
さ
れ
る
一
九
八
〇
年
代
前
後
の
鎌
倉
か
ら
問
い
直
し
て
み
た
い
。

　
　
　

四
、
場
所
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
鎌
倉

　

雑
誌
「N

on-no

」
一
九
七
三
年
五
月
号
で
「
古
都
・
鎌
倉
」
と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
た
際
、
鎌
倉
在
住
の
文
士
と
し
て
澁
澤
龍
彥
の
コ
メ
ン
ト
が
掲
載
さ
れ
た
。

一
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澁
澤
龍
彥
「
髑
髏
盃
」
に
お
け
る
〈
鎌
倉
〉

そ
こ
で
澁
澤
は
、「
ぼ
く
に
と
っ
て
鎌
倉
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
…
ウ
ー
ン
…
そ
う
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
町
だ
な
。
以
前
は
由
比
が
浜
に
は
松
林
が
あ
っ
て
、
そ
の
中

を
歩
い
て
い
く
と
、
だ
ん
だ
ん
海
が
近
づ
い
て
き
て
…
…
豊
島
屋
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
食
べ
る
の
が
、
子
ど
も
の
こ
ろ
の
楽
し
み
だ
っ
た
な
あ
…
」
と
語
っ
て

い
る
。「N

on-no

」
の
特
集
は
、「
徹
底
ガ
イ
ド
」
と
掲
げ
ら
れ
、
鎌
倉
の
地
図
、「
ノ
ン
ノ
が
選
ん
だ
鎌
倉
（
つ
の
コ
ー
ス
」、
有
名
な
寺
社
仏
閣
や
当
時
の
人

気
の
飲
食
店
の
紹
介
等
の
観
光
案
内
で
あ
る
。
ま
さ
に
澁
澤
が
忌
避
し
た
特
集
で
も
あ
ろ
う
。

　
「
私
は
現
在
の
騒
然
た
る
鎌
倉
に
つ
い
て
は
、
と
て
も
書
く
気
が
し
な
い
の
だ
。
書
く
な
ら
ば
、
私
の
記
憶
の
な
か
に
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
残
っ
て
い
る
、

静
か
な
昔
の
鎌
倉
に
つ
い
て
書
き
た
い
と
思
う（
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（

」
と
も
、
澁
澤
は
の
ち
に
語
っ
て
い
た
。
澁
澤
は
、
幼
少
期
（
一
九
三
〇
年
代
）
に
も
、
鎌
倉
に
住
む
伯
父
の
家

に
遊
び
に
来
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
記
憶
の
な
か
の
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
」（
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
）
と
対
置
さ
れ
る
「
現
在
」
の
鎌
倉
と
は
、
澁
澤
に
と
っ
て
は
や

は
り
観
光
と
直
結
し
た
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
読
者
か
ら
す
れ
ば
、
鶴
岡
八
幡
宮
か
ら
若
宮
大
路
を
経
て
由
比
ヶ
浜
方
面
へ
と
向
か
う

「
髑
髏
盃
」
の
移
動
ル
ー
ト
は
、
い
か
に
も
鎌
倉
ら
し
い
わ
か
り
や
す
さ
が
あ
る
。
場
所
に
根
差
し
た
歴
史
や
文
化
を
物
語
内
容
と
す
る
「
髑
髏
盃
」
は
、
作
家

主
体
で
考
え
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
の
鎌
倉
と
の
断
絶
や
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
語
ろ
う
と
す
る
作
家
自
身
の
姿
勢
と
の
呼
応
と
も
読
ま
れ
か
ね

な
い
。

　

と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
鎌
倉
は
古
く
か
ら
観
光
地
化
さ
れ
て
い
る
。
近
世
期
に
も
、
十
返
舎
一
九
『
方
言
修
行　

金
草
鞋　

江
之
島
鎌
倉
廻
』（
錦
森
堂
、

一
八
三
三
）
の
よ
う
な
観
光
案
内
に
類
す
る
刊
本
は
あ
る
。
し
か
し
、
澁
澤
が
一
九
三
〇
年
代
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
語
っ
て
い
る
以
上
、
着
目
す
べ
き
は
、
経
済

的
な
発
展
と
交
通
網
の
発
達
が
観
光
地
化
を
進
め
た
、
戦
後
以
降
の
鎌
倉
で
あ
ろ
う
。
一
九
五
〇
年
代
に
は
、
東
京
駅
を
出
発
し
、
北
鎌
倉
駅
か
ら
円
覚
寺
・
建

長
寺
・
鶴
岡
八
幡
宮
・
鎌
倉
大
仏
・
江
の
島
ま
で
、
鉄
道
や
バ
ス
を
利
用
し
た
詳
細
な
「
鎌
倉
・
江
の
島
一
周
プ
ラ
ン
」
が
提
案
さ
れ
て
い
る（
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。
一
九
七
〇
年
に

は
、
国
鉄
に
よ
る
「
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
始
ま
る
。
先
に
見
た
「N

on-no

」
の
特
集
も
合
わ
せ
見
れ
ば
、
澁
澤
の
嫌
悪
し
た
観
光

地
・
鎌
倉
の
イ
メ
ー
ジ
が
戦
後
以
降
に
顕
著
と
な
っ
て
い
く
過
程
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
鶴
岡
八
幡
宮
に
接
す
る
小
町
通
り
の
観
光
地
化
お
よ
び
観
光
客
の
増

加
も
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
始
ま
る
と
い
う（

11
（

。
試
み
に
一
九
八
二
年
二
月
発
行
の
『
朝
日
旅
の
百
科　

鎌
倉
』（
朝
日
新
聞
社
）
を
見
る
と
、
巨
福
呂
坂
切
通
に

つ
い
て
「
休
日
に
は
八
幡
宮
あ
た
り
か
ら
渋
滞
し
て
車
の
排
気
ガ
ス
が
立
ち
こ
め
て
い
て
、
あ
ま
り
楽
し
い
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
、
鶴
岡
八
幡
宮
近
辺
の
混
雑

は
辛
辣
な
こ
と
ば
で
表
さ
れ
て
い
る
。
鶴
岡
八
幡
宮
の
よ
う
な
著
名
な
観
光
エ
リ
ア
に
対
す
る
観
光
客
の
増
加
は
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
注
意
喚
起
す
ら
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

一
三
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戦
後
以
降
、メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
観
光
案
内
の
増
加
は
鎌
倉
へ
の
集
客
を
確
実
に
高
め
た
。こ
の
よ
う
な
観
光
と
場
所
の
関
係
に
つ
い
て
エ
ド
ワ
ー
ド
・
レ
ル
フ
は
、

「
場
所
に
対
す
る
偽
物
の
態
度
は
、
観
光
に
み
ら
れ
る
ほ
ど
は
っ
き
り
現
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
」「
観
光
に
お
い
て
は
、
場
所
に
対
す
る
個
々
人
の
判
断
は
、
ほ

と
ん
ど
い
つ
も
専
門
家
や
一
般
世
間
の
意
見
に
包
摂
さ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
観
光
と
い
う
行
為
と
そ
の
手
段
が
、
訪
れ
る
場
所
よ
り
も
重
要
に
な
っ
て
い
る（

11
（

」�

と
述
べ
て
い
る
。
レ
ル
フ
は
、「
偽
物
の
態
度
」
と
は
「「
没
場
所
性
」
を
直
接
間
接
に
助
長
す
る
た
く
さ
ん
の
プ
ロ
セ
ス
、
あ
る
い
は
も
っ
と
正
確
に
は
メ
デ
ィ

ア
を
通
じ
て
伝
え
ら
れ
る
」
と
し
、「「
没
場
所
性
」
と
は
、
ど
の
場
所
も
外
見
ば
か
り
か
雰
囲
気
ま
で
も
同
じ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
、
場
所
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
、
ど
れ
も
同
じ
よ
う
な
あ
た
り
さ
わ
り
の
な
い
経
験
し
か
与
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
ま
で
に
弱
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る（

11
（

」
と
す
る
。
メ
デ
ィ

ア
の
喧
伝
に
触
発
さ
れ
た
観
光
に
よ
っ
て
、
没
場
所
性
が
露
わ
と
な
り
、
場
所
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
弱
化
す
る
と
い
う
構
図
は
、
観
光
資
源
化
が
よ
り
推
し

進
め
ら
れ
て
い
っ
た
戦
後
以
降
の
鎌
倉
に
も
当
て
は
ま
っ
て
い
よ
う
。
た
だ
こ
れ
は
、
鎌
倉
の
み
な
ら
ず
、
メ
デ
ィ
ア
に
し
ば
し
ば
特
集
さ
れ
る
よ
う
な
著
名
な

観
光
地
の
宿
命
で
も
あ
ろ
う
。
過
剰
な
観
光
客
の
集
中
は
、
そ
の
場
所
へ
行
く
こ
と
の
目
的
化
の
現
れ
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
ど
の
場
所
も
外
見
ば
か
り
か
雰
囲
気

ま
で
も
同
じ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
、
場
所
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
、
ど
れ
も
同
じ
よ
う
な
あ
た
り
さ
わ
り
の
な
い
経
験
し
か
与
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
状

況
で
あ
る
。

　

一
方
、
レ
ル
フ
が
注
目
す
る
場
所
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
、「
単
な
る
地
名
辞
典
の
住
所
と
か
地
図
上
の
点
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
私
た
ち
の
場
所
経

験
に
影
響
を
与
え
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
よ
う
な
、
場
所
経
験
の
基
本
的
特
性
」
で
あ
り
、「
場
所
間
の
異
同
を
認
識
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
違

い
の
中
に
共
通
性
を
確
認
す
る
と
い
う
も
っ
と
基
本
的
な
行
為
」「
個
人
や
集
団
が
そ
の
場
所
に
対
し
て
持
つ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
り
、
と
く
に
彼
ら
が
場

所
を
「
部イ

ン
サ
イ
ダ
ー

内
者
」
と
し
て
経
験
す
る
か
、
あ
る
い
は
「
部ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー

外
者
」
と
し
て
経
験
す
る
の
か
と
い
う
こ
と（
11
（

」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
レ
ル
フ
は
、「
静
的
な
物
質
的
要

素
、
人
間
の
活
動
、
そ
し
て
意
味
は
、
場
所
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
三
つ
の
基
本
的
な
要
素
を
構
成
す
る（

11
（

」
と
も
い
う
。
自
然
や
建
造
物
、
人
の
営
み
や
行
動
、

そ
し
て
そ
の
場
所
に
い
か
な
る
意
味
を
見
出
す
か
が
、
場
所
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
作
り
上
げ
る
。
内
部
で
生
き
る
人
間
（「
部イ

ン
サ
イ
ダ
ー

内
者
」）
と
、
外
部
か
ら
接
触

す
る
人
間
（「
部ア

ウ
ト
サ
イ
ダ
ー

外
者
」）
と
で
は
、
と
り
わ
け
意
味
に
差
異
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。「
現
在
」
の
鎌
倉
に
対
す
る
澁
澤
の
発
言
は
、
ひ
と
り
の
「
部イ
ン
サ
イ
ダ
ー

内
者
」
に
よ
る

場
所
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
表
出
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

　

こ
れ
を
「
髑
髏
盃
」
に
置
き
換
え
れ
ば
、〈
鎌
倉
〉
に
対
す
る
登
場
人
物
の
認
識
・
見
解
や
語
り
手
の
言
説
が
、
場
所
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
成
す
る

諸
要
素
と
な
ろ
う
。
蘭
亭
は
、「
鎌
倉
は
円
覚
寺
の
ほ
と
り
の
瑞
鹿
山
の
下
に
い
と
な
ん
だ
草
堂
」
で
生
活
し
、
大
館
次
郎
宗
氏
の
墓
暴
き
に
向
か
う
と
き
は
、�

一
四



澁
澤
龍
彥
「
髑
髏
盃
」
に
お
け
る
〈
鎌
倉
〉

玉
山
に
「
鎌
倉
は
お
れ
の
縄
張
り
だ
か
ら
」
と
話
し
て
い
た
。
盲
目
の
蘭
亭
が
迷
う
こ
と
な
く
極
楽
寺
を
目
指
し
歩
い
て
い
く
さ
ま
を
、
玉
山
は
、「
あ
い
つ
、

ふ
だ
ん
か
ら
鎌
倉
を
よ
っ
ぽ
ど
あ
る
き
ま
わ
っ
て
い
る
と
見
え
る
」
と
心
の
内
で
評
し
て
も
い
る
。
極
楽
寺
の
境
内
に
入
り
込
ん
だ
蘭
亭
は
、「
ま
っ
す
ぐ
境
内

を
横
ぎ
っ
て
、
さ
な
が
ら
勝
手
知
っ
た
る
も
の
の
ご
と
く
、
寺
の
裏
山
の
ほ
う
を
め
ざ
し
て
あ
る
き
出
し
た
」
と
語
ら
れ
も
す
る
。
こ
の
よ
う
な
蘭
亭
は
、
明
ら

か
に
「
部イ

ン
サ
イ
ダ
ー

内
者
」
で
あ
る
。
巨
福
呂
坂
切
通
・
鶴
ヶ
岡
八
幡
宮
・
若
宮
大
路
・
下
馬
橋
・
長
谷
小
路
を
経
て
極
楽
寺
へ
と
い
た
る
道
筋
は
、「
現
在
」
で
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
を
「
よ
っ
ぽ
ど
あ
る
き
ま
わ
っ
て
い
る
と
見
え
る
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
進
ん
で
い
く
様
子
は
、
蘭
亭
が
北
鎌
倉
近
辺
の
み
な
ら
ず
、
広
く

鎌
倉
自
体
の
「
部イ

ン
サ
イ
ダ
ー

内
者
」
で
あ
る
と
い
う
例
証
に
も
な
ろ
う
。
一
方
の
玉
山
は
、
蘭
亭
の
と
こ
ろ
に
遊
び
に
来
る
者
で
あ
り
、
彼
の
感
想
を
見
て
も
「
部ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー

外
者
」

で
あ
る
。

　

語
り
手
は
、
焦
点
化
の
対
象
を
適
宜
変
え
る
た
め
、
場
所
に
対
す
る
そ
の
立
ち
位
置
を
限
定
し
が
た
い
。
ゆ
え
に
、
語
り
手
は
場
所
に
対
す
る
内
部
／
外
部
い

ず
れ
の
意
味
・
価
値
を
も
了
解
し
う
る
存
在
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
登
場
人
物
の
誰
か
に
焦
点
を
当
て
る
の
で
は
な
く
、
無
人
称
で
語
ら
れ
た
言
説
は
、
語
り
手

自
身
の
立
ち
位
置
を
よ
り
明
確
に
し
よ
う
。
た
と
え
ば
、
蘭
亭
ら
が
極
楽
寺
の
山
門
に
到
着
し
た
際
に
、「
耳
を
す
ま
せ
る
と
、
瑞
鹿
山
の
草
堂
に
毎
夜
の
ご
と

く
聞
こ
え
て
く
る
、
あ
の
ト
ラ
ツ
グ
ミ
の
怪
奇
な
声
が
こ
こ
に
も
聞
こ
え
て
く
る
。
と
す
る
と
、
時
刻
は
と
う
に
三
更
を
す
ぎ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
語
ら

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
あ
の
ト
ラ
ツ
グ
ミ
の
怪
奇
な
声
」
と
は
、
蘭
亭
ら
が
大
館
次
郎
宗
氏
の
墓
暴
き
に
出
発
す
る
前
の
場
面
で
、
栄
女
が
『
信
長
記
』
の

音
読
を
終
え
た
と
こ
ろ
で
の
、「
す
で
に
三
更
を
す
ぎ
て
、
し
ん
し
ん
た
る
夜
気
が
草
堂
に
迫
り
、
近
隣
の
山
々
で
は
雌
雄
の
ト
ラ
ツ
グ
ミ
が
し
き
り
に
鳴
き
か

わ
し
て
い
た
」
と
い
う
箇
所
を
受
け
た
も
の
と
な
ろ
う
。
い
ず
れ
も
、
人
称
主
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
文
で
構
成
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
語
り
手
は
、
す
で
に

「
三
更
」（
二
三
時
頃
～
〇
時
半
頃
）
を
過
ぎ
る
時
刻
に
ト
ラ
ツ
グ
ミ
の
声
を
聞
い
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
声
が
次
に
聞
こ
え
た
と
き
、「
時
刻
は
と
う
に
三
更

を
す
ぎ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
語
り
手
は
判
断
で
き
る
。「
三
更
」
を
過
ぎ
る
と
ト
ラ
ツ
グ
ミ
が
鳴
く
と
い
う
経
験
に
則
っ
た
、自
然
の
時
間
概
念
の
叙
述
は
、

語
り
手
が
〈
鎌
倉
〉
の
「
部イ

ン
サ
イ
ダ
ー

内
者
」
に
等
し
い
立
場
に
あ
る
こ
と
を
強
く
印
象
付
け
る
言
説
で
あ
ろ
う
。

　

高
野
蘭
亭
の
認
識
や
語
り
手
の
言
説
か
ら
、「
髑
髏
盃
」
の
〈
鎌
倉
〉
は
「
部イ

ン
サ
イ
ダ
ー

内
者
」
に
よ
る
場
所
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
基
本
に
し
て
描
か
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
大
館
次
郎
宗
氏
の
墓
所
に
つ
い
て
、
解
説
め
い
た
一
般
的
な
認
識
を
述
べ
た
玉
山
の
発
言
内
容
は
、
蘭
亭
に
否
定
さ
れ
て
い
た
。「
部ア

ウ
ト
サ
イ
ダ
ー

外
者
」
と
な

る
玉
山
は
、「
部イ

ン
サ
イ
ダ
ー

内
者
」
に
よ
る
場
所
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
引
き
立
て
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
蘭
亭
は
、〈
鎌
倉
〉
に
生
き
、
大
館
次
郎
宗
氏
と
い
う

そ
こ
に
固
有
の
歴
史
と
極
楽
寺
に
つ
い
て
、「
苦
心
し
て
文
書
あ
れ
こ
れ
を
読
み
あ
さ
っ
て
」
い
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
部イ

ン
サ
イ
ダ
ー

内
者
」
か
ら
創
出
さ
れ
た�

一
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〈
鎌
倉
〉
が
、
一
九
八
〇
年
代
で
あ
れ
ば
、
誰
も
が
知
り
、
観
光
地
と
し
て
想
像
し
や
す
い
鎌
倉
の
中
心
的
な
地
理
的
空
間
の
上
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　
「
部イ

ン
サ
イ
ダ
ー

内
者
」
と
「
部ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー

外
者
」
と
の
場
所
に
対
す
る
意
味
付
け
の
相
違
が
、「
髑
髏
盃
」
の
〈
鎌
倉
〉
が
示
す
、「
現
在
」
の
鎌
倉
へ
の
距
離
と
な
る
。
観
光
資
源

化
さ
れ
た
鎌
倉
は
「
部ア

ウ
ト
サ
イ
ダ
ー

外
者
」
に
よ
る
鎌
倉
の
一
面
に
す
ぎ
な
い
。
前
節
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
髑
髏
盃
」
で
は
、
歴
史
・
文
化
・
怪
異
と
い
う
場
所
に
根

差
す
物
語
が
〈
鎌
倉
〉
を
現
代
へ
と
開
い
て
い
た
。「
部イ

ン
サ
イ
ダ
ー

内
者
」
を
中
心
に
し
て
生
み
出
さ
れ
た
そ
の
意
味
と
価
値
は
、「
現
在
」
と
い
う
時
間
に
あ
っ
て
も
変
わ

ら
な
い
。
つ
ま
り
、「
髑
髏
盃
」
は
、「
現
在
」
の
鎌
倉
を
「
部イ

ン
サ
イ
ダ
ー

内
者
」
の
観
点
か
ら
上
書
き
し
て
い
く
、
そ
の
場
所
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
よ
っ
て
普
遍
的
な�

〈
鎌
倉
〉
の
姿
を
写
し
出
し
て
い
る
と
読
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

五
、「
髑
髏
盃
」
に
お
け
る
〈
鎌
倉
〉

　

顧
み
れ
ば
、「
部イ
ン
サ
イ
ダ
ー

内
者
」
の
立
ち
位
置
を
暗
示
し
た
ト
ラ
ツ
グ
ミ
の
鳴
き
声
は
、「
髑
髏
盃
」
内
で
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
た
。
栄
女
に
よ
る
『
信
長
記
』
の
音

読
後
の
「
近
隣
の
山
々
で
は
雌
雄
の
ト
ラ
ツ
グ
ミ
が
し
き
り
に
鳴
き
か
わ
し
て
い
た
」、
極
楽
寺
の
山
門
の
下
に
到
着
し
た
際
の
「
あ
の
ト
ラ
ツ
グ
ミ
の
怪
奇
な

声
」、
蘭
亭
が
大
館
次
郎
宗
氏
の
墓
暴
き
を
完
遂
さ
せ
る
直
前
の
「
雌
雄
の
ト
ラ
ツ
グ
ミ
が
ひ
と
き
わ
物
さ
び
し
い
笛
の
よ
う
な
声
」、
最
後
は
蘭
亭
の
死
が
語
ら

れ
る
前
に
栄
女
が
思
い
返
す
「
お
か
し
い
な
。
ト
ラ
ツ
グ
ミ
が
こ
ん
な
に
は
や
く
鳴
く
な
ん
て
。
あ
れ
は
も
っ
と
夜
も
ふ
け
て
か
ら
鳴
く
鳥
の
は
ず
な
の
に
」
で

あ
る
。
古
く
は
鵺
や
鵺
鳥
と
も
呼
ば
れ
た
ト
ラ
ツ
グ
ミ
は
、夜
中
に
細
い
声
で
鳴
く
た
め
に
気
味
悪
が
ら
れ
、不
穏
や
怪
奇
の
象
徴
と
目
さ
れ
て
き
た
。「
髑
髏
盃
」

で
も
、
ト
ラ
ツ
グ
ミ
の
鳴
き
声
が
物
語
内
容
に
応
じ
る
形
で
不
穏
や
怪
奇
の
予
兆
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ト
ラ
ツ
グ
ミ
の
鳴
き
声
は
、
澁
澤
龍
彥
に

と
っ
て
は
鎌
倉
と
密
接
な
響
き
で
も
あ
っ
た
。

　

澁
澤
の
死
後
、
妻
の
龍
子
は
、「
彼
が
机
上
で
愛
用
し
て
い
た
新
潮
社
の
カ
レ
ン
ダ
ー
の
一
九
八
七
年
四
月
六
日
の
と
こ
ろ
に
「
風
呂
で
ト
ラ
ツ
グ
ミ　

聞
く
」

と
し
る
し
て（

11
（

」
あ
る
と
明
か
し
て
い
る
。
澁
澤
龍
子
に
よ
れ
ば
、「
澁
澤
は
生
前
、
ウ
グ
イ
ス
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
、
ト
ラ
ツ
グ
ミ
、
そ
れ
に
ヒ
グ
ラ
シ
、
ミ
ン
ミ
ン

ゼ
ミ
、
ツ
ク
ツ
ク
ボ
ウ
シ
な
ど
の
初
音
を
聞
い
た
日
を
、
忘
れ
ず
に
書
き
と
め
て（

1（
（

」
い
た
。
北
鎌
倉
の
自
宅
近
辺
か
ら
聞
こ
え
る
野
鳥
な
ど
の
鳴
き
声
を
、
澁

澤
は
楽
し
み
に
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ト
ラ
ツ
グ
ミ
の
声
は
、
澁
澤
の
生
活
圏
と
い
う
空
間
を
想
像
さ
せ
る
音
声
（「
部イ

ン
サ
イ
ダ
ー

内
者
」
の
認
知
）
で
も
あ
る
。
澁
澤
の

『
東
西
不
思
議
物
語
』（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
七
・
六
）
に
は
「
ト
ラ
ツ
グ
ミ
別
名
ヌ
エ
の
こ
と

（
11
（

」
と
い
う
一
篇
が
あ
り
、
ま
た
、「
神
奈
川
新
聞
」
一
九
八
六
年�
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澁
澤
龍
彥
「
髑
髏
盃
」
に
お
け
る
〈
鎌
倉
〉

二
月
二
二
日
の
「
か
な
が
わ
人
」
欄
に
掲
載
さ
れ
た
澁
澤
の
談
話
（「
ト
ラ
ツ
グ
ミ
」）
で
は
、
自
身
が
「
円
覚
寺
の
裏
山
」
に
住
ん
で
い
る
こ
と
、「
春
に
な
る

と
ト
ラ
ツ
グ
ミ
が
鳴
く
」
こ
と
が
話
さ
れ
、「
雌
雄
が
交
互
に
「
ヒ
ュ
ー
」「
ヒ
ュ
ー
」
と
そ
れ
は
寂
し
い
声
で
鳴
く
ん
で
す
よ
。
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
刺
激

さ
れ
ま
す
ね
」
と
ま
で
語
ら
れ
て
い
る
。
現
代
の
読
者
は
、
澁
澤
龍
子
の
発
言
や
『
東
西
不
思
議
物
語
』
等
を
知
れ
ば
、
ト
ラ
ツ
グ
ミ
の
鳴
き
声
が
響
く
場
所
に
、

作
家
の
生
活
圏
を
重
ね
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ト
ラ
ツ
グ
ミ
の
鳴
き
声
は
、
怪
異
の
発
生
を
暗
示
す
る
と
と
も
に
、
現
実
的
に
も
「
部イ

ン
サ
イ
ダ
ー

内
者
」
の
立
場
か
ら
は

容
易
に
想
像
で
き
る
鎌
倉
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
髑
髏
盃
」
で
は
、『
笈
埃
随
筆
』『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』『
蘐
園
雑
話
』
な
ど
、
物
語
内
容
の
中
核
を
な
す
典
拠
が
、
鎌
倉
を
舞
台
と
す
る
必
然
性
を
よ
り

鮮
明
に
表
す
文
脈
へ
と
置
き
直
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
い
っ
た
典
拠
利
用
が
示
す
文
脈
と
同
じ
く
、怪
異
も
鎌
倉
と
密
接
な
関
連
性
を
際
立
た
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
れ
ら
は
、「
部イ

ン
サ
イ
ダ
ー

内
者
」
に
よ
る
場
所
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
中
心
に
語
ら
れ
、
普
遍
性
を
備
え
た
〈
鎌
倉
〉
と
し
て
創
出
さ
れ
て
い
た
。
現
実
的
な

鎌
倉
と
、
典
拠
に
表
さ
れ
て
い
た
鎌
倉
と
は
、
高
野
蘭
亭
の
物
語
お
よ
び
怪
異
の
発
生
源
に
適
し
た
〈
鎌
倉
〉
へ
と
統
合
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
〈
鎌
倉
〉
の
描
か
れ
た
方
は
、
失
明
に
対
す
る
蘭
亭
の
認
識
に
も
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
髑
髏
盃
」
に
お
い
て
、「
目
が
見
え
な
い
」
と
い
う

蘭
亭
の
状
態
は
「
自
分
」
と
い
う
一
人
称
を
用
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　

�

な
る
ほ
ど
自
分
は
目
が
見
え
な
い
。
た
だ
し
自
分
の
見
え
な
い
目
の
ま
ぶ
た
の
裏
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
の
本
当
の
か
た
ち
、
本
当
の
色
が
ま
ざ
ま
ざ
と
映
っ

て
見
え
る
。
そ
れ
は
現
実
の
物
の
か
た
ち
、
物
の
色
と
は
大
い
に
ち
が
う
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
か
し
た
ら
自
分
の
内
部
か
ら
出
て
き
た
も
の
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
だ
っ
て
一
向
に
か
ま
わ
な
い
。
少
な
く
と
も
自
分
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
内
部
か
ら
出
て
き
た
物
の
か
た
ち
、
物
の
色
こ
そ
本
当
の
現
実
な
の
で
、

そ
の
現
実
か
ら
自
分
な
り
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
作
り
出
し
て
い
れ
ば
よ
い
か
ら
だ
。
い
つ
か
ら
自
分
の
ま
ぶ
た
の
裏
に
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
物
の
か
た
ち
や

色
が
ま
ざ
ま
ざ
と
映
っ
て
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
自
分
が
十
七
歳
で
失
明
し
た
と
き
か
ら
に
き
ま
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
失
明
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
は
自
分
の
内
部
に
無
限
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
対
象
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
自
分
の
内
部
が
現
実
と
ひ
と
し

い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
た
め
の
宝
庫
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
幸
運
と
い
わ
ず
し
て
何
と
い
お
う
か
。

　

蘭
亭
を
示
す
「
自
分
」
と
い
う
一
人
称
主
語
で
語
ら
れ
な
が
ら
、「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
も
、
十
一
人
塚
に
対
す
る
玉
山
の�
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國
學
院
大
學
紀
要
　
第
六
十
二
巻
（
二
〇
二
四
年
）

発
話
と
同
じ
よ
う
に
、
読
者
に
現
代
的
な
理
解
を
想
起
さ
せ
る
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
こ
で
注
視
す
べ
き
は
、
小
説
内
の
蘭
亭
が
「
幸
運
と
い

わ
ず
し
て
何
と
い
お
う
か
」
と
失
明
を
肯
定
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
。「
見
え
な
い
目
の
ま
ぶ
た
の
裏
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
の
本
当
の
か
た
ち
、
本
当
の
色
が
ま

ざ
ま
ざ
と
映
っ
て
見
え
る
」
と
し
、
そ
の
「
自
分
の
内
部
か
ら
出
て
き
た
物
の
か
た
ち
、
物
の
色
こ
そ
本
当
の
現
実
」
だ
と
、
蘭
亭
は
認
識
し
て
い
く
。「
天
狗

つ
ぶ
て
」
が
起
こ
り
、
玉
山
か
ら
大
館
次
郎
宗
氏
の
墓
暴
き
を
止
め
ら
れ
た
蘭
亭
は
、「
お
れ
は
盲
い
て
い
る
か
ら
、
石
つ
ぶ
て
な
ん
ぞ
は
見
え
や
し
な
い
。
お

れ
の
目
に
見
え
な
い
も
の
は
、
お
れ
に
と
っ
て
は
存
在
し
な
い
も
同
然
だ
。
か
え
っ
て
目
あ
き
こ
そ
、
つ
ま
ら
ぬ
も
の
を
見
る
が
ゆ
え
に
、
怪
異
に
ま
ど
わ
さ
れ

も
す
る
」
と
嘯
い
た
。「
本
当
の
現
実
」
は
自
分
の
内
部
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
く
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
周
り
が
何
を
い
お
う
と
、「
ま
ぶ
た
の
裏
」
に
見
え
て
い

な
い
「
物
の
か
た
ち
、物
の
色
」
を
認
め
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
。
目
前
の
現
象
や
情
報
に
左
右
さ
れ
る
よ
う
な
「
目
あ
き
こ
そ
、つ
ま
ら
ぬ
も
の
を
見
る
が
ゆ
え
に
、

怪
異
に
ま
ど
わ
さ
れ
も
す
る
」
と
は
、
む
し
ろ
至
言
で
あ
ろ
う
。

　

蘭
亭
に
と
っ
て
は
自
分
の
内
部
で
感
じ
取
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
こ
そ
が
、「
本
当
の
現
実
」
で
あ
る
。「
見
え
な
い
も
の
」
は
「
存
在
し
な
い
も
同
然
」
と
は
い
え
、�

「
天
狗
つ
ぶ
て
」
は
起
き
て
い
る
の
だ
か
ら
外
部
の
現
象
は
実
在
し
て
い
る
。
自
ら
の
内
部
に
立
ち
上
が
る
イ
メ
ー
ジ
を
重
視
す
る
蘭
亭
の
姿
勢
は
、
誰
の
目
に

も
明
ら
か
な
外
部
で
あ
ろ
う
と
、
け
っ
し
て
「
ま
ど
わ
さ
れ
」
な
い
と
い
う
意
志
の
表
明
で
あ
る
。「
部イ

ン
サ
イ
ダ
ー

内
者
」
に
よ
る
場
所
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
語
ら

れ
る
「
髑
髏
盃
」
の
〈
鎌
倉
〉
と
、
こ
れ
は
近
似
し
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
大
館
次
郎
宗
氏
の
墓
が
極
楽
寺
内
の
「
谷
倉
」
に
存
在
し
、
そ
う
い
っ
た
歴
史
と

文
化
を
起
点
と
し
た
天
狗
に
ま
つ
わ
る
怪
異
が
発
生
す
る
〈
鎌
倉
〉
は
、「
髑
髏
盃
」
に
お
い
て
、
蘭
亭
の
核
心
を
担
う
「
本
当
の
現
実
」
と
同
等
の
強
度
を
も
っ

た
場
所
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

　

場
所
に
根
差
し
た
物
語
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
固
有
の
事
象
を
ど
う
表
す
か
が
肝
要
だ
。
地
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
、
場
所
と
し
て
の
意
味
は
機
能

し
な
い
。
虚
構
化
さ
れ
た
う
え
で
、
現
実
的
な
場
所
そ
の
も
の
と
の
連
動
、
あ
る
い
は
差
異
の
生
成
が
求
め
ら
れ
る
。「
髑
髏
盃
」
に
お
い
て
〈
鎌
倉
〉
は
、
高

野
蘭
亭
の
い
う
「
本
当
の
現
実
」
に
比
肩
す
る
場
所
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
描
か
れ
方
は
、
典
拠
や
内
部
的
な
経
験
を
複
合
し
、
現
実
的
な
鎌
倉
が
上
書
き
さ

れ
る
小
説
の
相
貌
に
基
づ
い
て
い
る
。
歴
史
・
文
化
・
怪
異
の
連
環
と
、「
部イ

ン
サ
イ
ダ
ー

内
者
」
に
よ
る
場
所
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
よ
っ
て
、「
髑
髏
盃
」
に
お
け
る
〈
鎌

倉
〉
は
、
時
代
に
と
ら
わ
れ
ず
、
現
在
の
認
知
ま
で
も
が
意
識
さ
れ
た
拡
張
的
な
場
所
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
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澁
澤
龍
彥
「
髑
髏
盃
」
に
お
け
る
〈
鎌
倉
〉

注（
１
）
そ
れ
ぞ
れ
の
初
出
は
、「
き
ら
ら
姫
」
が
「
文
藝
」
一
九
八
三
年
八
月
、「
ダ
イ
ダ
ロ
ス
」
が
「
海
」
一
九
八
三
年
一
一
月
、「
護
法
」
が
「
海
燕
」
一
九
八
五
年
七
月
、「
髑
髏
盃
」
が

「
海
燕
」
一
九
八
六
年
四
月
と
な
る
。
な
お
、「
き
ら
ら
姫
」
は
『
ね
む
り
姫
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
三
・
一
一
）
に
、「
ダ
イ
ダ
ロ
ス
」「
護
法
」「
髑
髏
盃
」
は
『
う
つ
ろ
舟
』�

（
福
武
書
店
、
一
九
八
六
・
六
）
に
収
載
さ
れ
た
。

（
（
）
澁
澤
龍
彥
「
北
鎌
倉
の
歳
時
記
」（「
プ
チ
せ
ぞ
ん
」
一
九
七
二
・
八
）

（
（
）
澁
澤
龍
彥
「
昔
と
今
の
鎌
倉
」（「
グ
ラ
フ
か
な
が
わ
」
一
九
七
三
・
五
）
で
は
、「
近
ご
ろ
、
い
ろ
ん
な
雑
誌
で
鎌
倉
特
集
と
い
う
こ
と
を
や
る
よ
う
に
な
っ
て
、
私
の
と
こ
ろ
に
も
、

よ
く
話
を
聞
き
に
く
る
」「
私
は
も
う
、そ
う
い
う
質
問
に
は
う
ん
ざ
り
し
て
い
て
、答
え
る
気
も
し
な
く
な
っ
て
い
る
」「「
昔
の
鎌
倉
は
よ
か
っ
た
が
、今
の
鎌
倉
は
も
う
駄
目
で
す
よ
」

と
答
え
る
こ
と
に
し
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
（
）
澁
澤
龍
彥
「
鎌
倉
の
こ
と
」（「T

refle�
ト
レ
フ
ル
」
一
九
八
四
・
四
）
で
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　

�

現
在
、
鎌
倉
の
町
も
す
っ
か
り
変
っ
て
し
ま
っ
た
。
つ
い
数
年
前
ま
で
は
、
い
た
っ
て
静
か
な
町
だ
っ
た
の
に
、
ど
う
い
う
風
の
吹
き
ま
わ
し
か
、
今
で
は
行
楽
シ
ー
ズ
ン
に
ど
っ

と
観
光
客
が
押
し
寄
せ
て
き
て
、
鎌
倉
の
住
民
は
お
ち
お
ち
散
歩
も
で
き
ず
、
車
を
出
す
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
雑
誌
の
グ
ラ
ビ
ヤ
に
は
、
や
れ
ど
こ
の
お
寺
が

結
構
だ
と
か
、
や
れ
ど
こ
の
お
店
が
美
味
だ
と
か
、
や
た
ら
紹
介
記
事
が
目
に
つ
く
始
末
で
、
古
く
か
ら
の
鎌
倉
の
住
民
は
狐
に
つ
ま
ま
れ
た
よ
う
な
気
分
で
あ
る
。

　
　

�　

私
は
明
月
院
の
近
く
に
住
ん
で
い
る
が
、
あ
じ
さ
い
の
季
節
に
は
道
路
も
押
す
な
押
す
な
の
雑
踏
ぶ
り
で
、
う
っ
か
り
自
家
用
車
で
も
出
そ
う
も
の
な
ら
、「
ま
あ
、
こ
ん
な

人
混
み
に
車
を
乗
り
入
れ
る
と
は
、な
ん
て
非
常
識
な
ひ
と
で
し
ょ
う
」と
観
光
客
か
ら
文
句
を
い
わ
れ
る
。
冗
談
で
は
な
い
。
私
た
ち
に
と
っ
て
は
生
活
の
た
め
の
道
路
で
あ
る
。

観
光
客
に
道
路
を
占
領
さ
れ
て
、
車
も
出
せ
な
い
よ
う
で
は
た
ま
ら
な
い
。

（
（
）
神
沼
三
平
太
『
鎌
倉
怪
談
』（
竹
書
房
、
二
〇
二
二
・
一
〇
）

（
（
）
近
藤
春
雄
『
日
本
漢
文
学
大
事
典
』（
明
治
書
院
、
一
九
八
五
・
三
）
に
は
、「
一
七
〇
四
―
一
七
五
七
。
江
戸
時
代
、
江
戸
の
人
。
名
は
惟
馨
。
字
は
子
式
。
号
は
蘭
亭
・
東
里
。
父

勝
春
は
百
里
居
士
と
号
し
、
俳
諧
の
大
家
で
あ
っ
た
。
萩
生
徂
徠
に
学
び
、
十
七
歳
で
失
明
し
た
。
こ
れ
以
後
詩
に
専
心
し
て
、
詩
経
以
下
唐
明
大
家
の
作
に
到
る
ま
で
暗
誦
し
、
そ

の
詩
は
服
部
南
郭
と
比
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
宝
暦
七
年
七
月
六
日
没
、
年
五
十
四
。
著
に
蘭
亭
遺
稿
十
巻
・
蘭
亭
先
生
詩
集
一
巻
が
あ
る
」
と
高
野
蘭
亭
に
つ
い
て
記
さ
れ
て

い
る
。

（
（
）
目
黒
将
史
「
髑
髏
盃
を
め
ぐ
っ
て
―
織
田
信
長
を
端
緒
に
」（「
ア
ジ
ア
遊
学
（（0　

酔
い
の
文
化
史
―
儀
礼
か
ら
病
ま
で
」
二
〇
二
〇
・
七
）

一
九



國
學
院
大
學
紀
要
　
第
六
十
二
巻
（
二
〇
二
四
年
）

（
（
）『
蔵
書
目
録
』
内
の
記
載
番
号
は
、
桑
田
忠
親
校
注
『
改
訂　

信
長
公
記
』
が
［（（-0（-0（

］、
神
郡
周
校
注
『
信
長
記
』
上
・
下
が
［（（-0（-（（

］
と
な
る
。

（
（
）（
（
）
に
同
じ

（
（0
）『
笈
埃
随
筆
』
の
成
立
に
つ
い
て
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
第
六
巻
の
「
凡
例
」
で
は
、「
著
者
が
安
永
の
初
年
よ
り
天
明
の
末
年
ま
で
、
身
を
六
部
の
姿
に
窶
し
、
笈
を
負
ひ
て
諸

国
を
遍
歴
し
」「
到
處
の
勝
地
絶
景
、
或
は
奇
談
珍
説
方
言
等
ま
で
、
巨
細
に
記
し
た
る
漫
遊
記
な
り
。
未
だ
曾
て
刊
行
せ
ら
れ
ざ
る
珍
籍
」
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、『
蔵
書
目
録
』

で
は
、
澁
澤
龍
彥
に
よ
る
書
き
込
み
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
を
示
す
「
★
」
が
書
名
の
前
に
記
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
全
二
四
巻
（
記
載
番
号
［（（-0（-（（

］）
に
も

署
名
の
前
に
「
★
」
が
あ
る
。
た
だ
し
、『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
全
二
四
巻
は
全
巻
一
括
で
の
記
載
で
あ
る
た
め
、
第
何
巻
の
ど
こ
に
書
き
込
み
が
あ
る
か
と
い
っ
た
詳
細
は
わ

か
ら
な
い
。

（
（（
）
福
田
豊
彦
「
大
館
宗
氏
」（『
鎌
倉
・
室
町
人
名
事
典
』（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
五
・
一
一
）

（
（（
）『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
の
成
立
は
、
一
八
四
一
年
一
二
月
（
天
保
一
二
年
辛
丑
）
と
さ
れ
る
。
引
用
は
、
大
日
本
地
誌
大
系
（
二
三
）
蘆
田
伊
人
校
訂
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』

第
五
巻
（
雄
山
閣
、
一
九
九
八
・
四
）
に
よ
る
。
な
お
、『
蔵
書
目
録
』
に
記
載
さ
れ
た
澁
澤
所
蔵
の
も
の
は
、
大
日
本
地
誌
大
系
（
二
三
）
蘆
田
伊
人
校
訂
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』

第
五
巻
（
雄
山
閣
、
一
九
八
〇
・
二　

記
載
番
号
［（（-0（-（0

］）
に
な
る
。
ま
た
、『
蔵
書
目
録
』
の
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
第
五
巻
に
は
、
書
き
込
み
が
あ
る
こ
と
を
示
す
「
★
」

も
付
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）
大
日
本
地
誌
大
系
（
二
四
）
蘆
田
伊
人
校
訂
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
第
六
巻
（
雄
山
閣
、
一
九
九
八
・
四
）　

な
お
、
澁
澤
が
所
蔵
し
て
い
る
の
は
、
一
九
八
〇
年
二
月
刊
行
の

大
日
本
地
誌
大
系
（
二
四
）『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
第
六
巻
（
雄
山
閣　
『
蔵
書
目
録
』
記
載
番
号
［（（-0（-（（

］）
と
な
る
。

（
（（
）
佐
藤
善
次
郎
『
鎌
倉
大
観
』（
弘
集
堂
、
一
九
〇
二
・
六
）

（
（（
）
近
藤
春
雄
『
日
本
漢
文
学
大
事
典
』
に
は
、秋
山
玉
山
に
つ
い
て
「
一
七
〇
二
―
一
七
六
三
。
江
戸
時
代
、肥
後
（
熊
本
県
）
の
人
。
名
は
義
・
定
政
。
字
は
子
羽
。
通
称
は
義
右
衛
門
。

号
は
玉
山
・
青
柯
」
と
あ
る
。

（
（（
）
百
井
塘
雨
『
笈
埃
随
筆
』
巻
之
一
（『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
第
六
巻
）
中
の
「
天
狗
つ
ぶ
て
」
の
記
述
は
、
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。

　
　

�

佐
伯
玄
仙
と
い
ふ
人
、豊
後
杵
築
の
産
な
り
。
今
京
に
住
め
り
。
こ
の
人
の
云
、国
に
在
り
し
時
、雉
打
ん
が
た
め
夜
込
み
に
行
た
り
し
が
、友
二
三
人
銘
々
鳥
銃
携
へ
て
行
け
り
。

と
あ
る
山
道
へ
か
ゝ
る
所
に
、
左
右
よ
り
石
を
投
た
り
。
既
に
中
り
つ
べ
く
覚
て
大
に
驚
き
た
る
、
中
に
能
く
心
得
た
る
も
の
あ
り
。
押
し
静
め
先
下
に
座
せ
よ
と
云
て
、
言
を

交
え
ず
黙
し
て
居
る
に
、
夥
き
大
石
頭
上
に
飛
違
ふ
程
な
り
。
そ
の
ひ
ゞ
き
お
び
た
ゞ
し
。
暫
く
し
て
止
み
け
れ
ば
立
上
つ
て
行
け
る
。
心
得
た
る
友
の
云
様
、
是
を
天
狗
礫
と

二
〇



澁
澤
龍
彥
「
髑
髏
盃
」
に
お
け
る
〈
鎌
倉
〉

い
ふ
。
曾
て
中
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
若
あ
た
り
た
ら
ん
も
の
は
必
ず
病
む
也
。
ま
た
此
事
に
逢
へ
ば
か
な
ら
ず
猟
な
し
。
今
宵
帰
る
に
は
道
遠
け
れ
ば
是
非
な
く
来
る
と
い
ふ
。

果
し
て
其
朝
ひ
と
つ
も
打
得
ず
し
て
帰
り
ぬ
と
な
り
。

（
（（
）
岸
識
之
『
桑
陽
庵
一
夕
話
』（
一
八
四
二
・
四
）
は
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
第
一
三
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
・
七
）
所
収
。
な
お
、『
桑
陽
庵
一
夕
話
』
で
は
、「
極
楽
寺

の
切
通
し
ち
か
く
林
の
茂
よ
り
踊
り
い
づ
る
も
の
あ
り
」
と
天
狗
の
登
場
が
語
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
）
吉
田
悠
軌
「
怪
談
の
深
層
に
眠
る
も
の　
「
子
殺
し
」
怪
談section（

」（『
現
代
怪
談
考
』
晶
文
社
、
二
〇
二
二
・
一
）

（
（（
）
高
田
敦
史
「
Ｊ
ホ
ラ
ー
の
何
が
心
霊
実
話
な
の
か
？
―
実
話
怪
談
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
、
心
霊
写
真
」（「
ユ
リ
イ
カ
」
二
〇
二
二
・
九
）

（
（0
）
竹
書
房
の
「
竹
書
房
怪
談
文
庫
公
式
サ
イ
ト
」（https://kyofu.takeshobo.co.jp/　

二
〇
二
三
・
九
閲
覧
）
に
は
、「
竹
書
房
怪
談
文
庫
は
、体
験
者
の
実
在
す
る
リ
ア
ル
な
恐
怖
譚
＝�

「
実
話
怪
談
」
を
中
心
に
、
毎
月
さ
ま
ざ
ま
な
ホ
ラ
ー
を
お
届
け
す
る
唯
一
無
二
の
怪
談
レ
ー
ベ
ル
」
で
あ
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）
黒
木
あ
る
じ
「
ふ
た
た
び
の
全
国
怪
談　

前
口
上
」（『
全
国
怪
談
オ
ト
リ
ヨ
セ　

恐
怖
大
物
産
展
』
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
、
二
〇
一
五
・
九
）

（
（（
）『
蘐
園
雑
話
』
は
著
編
者
・
成
立
年
不
明
。『
続
日
本
随
筆
大
成
』
第
四
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
・
一
二　
『
蔵
書
目
録
』
記
載
番
号
［（（-0（-（（

］）
所
収
。
蘭
亭
の
失
明
に
つ

い
て
は
以
下
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�

蘭
亭
十
七
歳
に
て
盲
目
と
な
る
わ
け
は
、
も
と
肴
屋
の
富
家
の
子
な
る
が
、
常
に
十
六
七
歳
の
小
座
頭
来
た
る
が
、
利
根
も
の
ゆ
へ
、
家
内
の
気
に
入
り
、
往
々
は
世
話
い
た
し

遣
は
す
べ
し
と
両
親
と
も
思
居
た
る
が
、
如
何
の
こ
と
や
ら
蘭
亭
と
中
悪
く
な
り
、
殊
の
外
蘭
亭
悪
ま
れ
、
ど
う
ぞ
し
て
出
入
り
せ
ぬ
や
う
に
と
工
夫
を
廻
ら
し
、
或
時
富
家
の

こ
と
故
母
が
針
箱
に
金
子
三
両
あ
り
た
る
を
蘭
亭
の
い
た
づ
ら
に
小
座
頭
の
道
具
の
内
に
入
を
き
た
り
。
な
に
か
な
尋
ら
れ
た
る
に
知
れ
ず
、
然
ら
ば
召
仕
の
道
具
を
改
め
ん
と

云
に
成
け
れ
ば
、
小
座
頭
は
何
の
心
も
な
け
れ
ば
速
に
改
め
さ
す
る
に
、
其
道
具
の
内
よ
り
出
た
り
。
因
て
其
小
座
頭
を
呼
び
、
其
方
に
於
て
は
此
の
如
き
悪
行
は
有
ま
じ
き
も

の
と
思
ひ
、
往
々
は
世
話
を
も
し
て
身
の
片
付
を
つ
け
や
る
べ
し
と
思
ひ
し
に
、
不
届
な
る
悪
な
り
と
て
出
入
を
止
め
ら
れ
た
る
が
、
鬱
憤
し
て
井
戸
に
入
て
死
た
り
。
其
死
せ

し
日
よ
り
蘭
亭
目
を
や
み
終
に
失
明
せ
り
。
因
て
是
は
彼
の
座
頭
の
一
念
な
り
と
て
治
療
の
こ
と
を
す
ゝ
む
る
人
あ
れ
ど
も
肯
は
ず
と
な
り
。
此
の
こ
と
深
く
秘
し
た
る
が
老
年

に
成
て
咄
た
り
と
春
山
が
咄
な
り
。

ま
た
、
同
書
に
は
「
蘭
亭
が
父
は
日
本
橋
小
田
原
町
の
御
魚
屋
な
り
。
豪
富
に
し
て
芭
蕉
の
門
人
と
な
り
俳
諧
を
よ
く
す
」
と
、「
髑
髏
盃
」
に
お
け
る
蘭
亭
の
父
や
生
家
に
関
す
る

記
述
と
一
致
す
る
内
容
の
箇
所
も
あ
る
。

（
（（
）（
（
）
に
同
じ
。
な
お
、（
（
）「
昔
と
今
の
鎌
倉
」
も
澁
澤
の
記
憶
の
な
か
の
「
昔
」
の
鎌
倉
（
＝
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
）
を
語
る
文
章
と
な
っ
て
い
る
。

二
一



國
學
院
大
學
紀
要
　
第
六
十
二
巻
（
二
〇
二
四
年
）

（
（（
）
日
本
旅
行
研
究
会
編
『
温
泉
と
旅
の
計
画
事
典
』（
緑
園
書
房
、
一
九
五
五
・
四
）
で
は
、「
史
蹟
に
み
ち
た
古
都
鎌
倉
・
江
の
島
」
と
題
し
、「
鎌
倉
・
江
の
島
一
周
プ
ラ
ン
」
の
ほ
か
、

極
楽
寺
や
七
里
ヶ
浜
な
ど
の
細
か
な
紹
介
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）
随
尚
華
「
商
店
街
の
観
光
地
化
に
よ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
化
と
商
店
街
住
民
の
対
応
―
鎌
倉
市
小
町
通
り
商
店
街
を
事
例
と
し
て
」（「
お
茶
の
水
地
理
」
二
〇
二
〇
・
五
）

（
（（
）
エ
ド
ワ
ー
ド
・
レ
ル
フ
『
場
所
の
現
象
学　

没
場
所
性
を
越
え
て
』（
高
野
岳
彦
・
阿
部
隆
・
石
田
美
也
子
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
一
・
九
）

（
（（
）（
（（
）
に
同
じ
。

（
（（
）（
（（
）
に
同
じ
。

（
（（
）（
（（
）
に
同
じ
。

（
（0
）
澁
澤
龍
子
『
澁
澤
龍
彥
と
の
日
々
』（
白
水
社
、
二
〇
〇
五
・
四
）

（
（（
）（
（0
）
に
同
じ
。

（
（（
）
澁
澤
龍
彥
「
ト
ラ
ツ
グ
ミ
別
名
ヌ
エ
の
こ
と
」（
初
出
は
「
毎
日
新
聞
」
一
九
七
六
・
五
・
二
）
で
は
、「
私
は
北
鎌
倉
の
円
覚
寺
の
裏
山
に
住
ん
で
い
る
が
、じ
つ
は
、も
う
数
年
前
か
ら
、

毎
年
の
よ
う
に
、こ
の
季
節
に
ト
ラ
ツ
グ
ミ
の
鳴
声
を
聞
い
て
い
る
の
で
あ
る
」「
私
は
人
の
寝
静
ま
っ
た
夜
中
に
原
稿
を
書
い
て
い
る
の
で
、と
く
に
気
が
つ
く
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

ト
ラ
ツ
グ
ミ
は
丹
沢
の
山
奥
ば
か
り
で
な
く
、
鎌
倉
の
山
に
も
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
円
覚
寺
の
近
辺
、
深
夜
と
い
う
時
間
、
鎌
倉
に

い
る
と
い
う
強
調
は
、
ト
ラ
ツ
グ
ミ
の
鳴
き
声
を
聞
く
と
い
う
経
験
を
、「
部イ

ン
サ
イ
ダ
ー

内
者
」
に
よ
る
場
所
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
語
る
姿
勢
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

＊�

澁
澤
龍
彥
作
品
の
引
用
は
す
べ
て
河
出
書
房
新
社
版
『
澁
澤
龍
彥
全
集
』
全
二
二
巻
別
巻
二
（
一
九
九
三
・
五
～
一
九
九
七
・
六
）
に
よ
る
。
な
お
、
本
稿
は
、
澁
澤
龍
彥
研
究
会
第

一
七
回
（
二
〇
二
三
年
三
月
一
八
日
、
オ
ン
ラ
イ
ン
）
で
の
口
頭
発
表
「
怪
奇
現
象
が
生
み
出
さ
れ
る
場
所
―
澁
澤
龍
彥
「
髑
髏
盃
」
に
お
け
る
鎌
倉
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
研
究
会

に
お
い
て
、
貴
重
な
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

二
二


