
國學院大學学術情報リポジトリ

「羅生門」に鬼はない :
「羅生門」の猿と陰陽五行説

言語: Japanese

出版者: 國學院大學

公開日: 2024-03-13

キーワード (Ja): 羅生門, 陰陽五行説, 三合の理, 支合の理,

反転のモチーフ

キーワード (En): 

作成者: 舘, 健一, Tachi, Kenichi

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/0002000166URL



「羅生門」に鬼はない─ 47 ─

は
じ
め
に

　

私
見
に
よ
れ
ば
、「
羅
生
門
」（
大
４
）を
は
じ
め
と
し
て「
鼻
」（
大
５
）、

「
芋
粥
」（
大
５
）、「
地
獄
変
」（
大
６
）、「
桃
太
郎
」（
大
13
）
な
ど
の

初
期
の
芥
川
作
品
に
は
、
季
節
や
時
間
、
登
場
人
物
の
属
性
に
至
る
ま
で

様
々
な
文
化
的
文
脈
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
は
主
に
王
朝
物
や
童
話
物
に

見
ら
れ
る
傾
向
で
、
古
典
お
よ
び
お
伽
噺
の
引
用
に
際
す
る
未
達
部
分
へ

の
創
作
と
考
え
て
よ
い
。
と
り
わ
け
、
陰
陽
五
行
説
に
伴
う
動
物
表
現
は

複
数
の
作
品
に
通
底
す
る
テ
ー
マ
で
あ
り
、
こ
の
頃
の
芥
川
文
学
に
お
け

「
羅
生
門
」
に
鬼
は
な
い

─
「
羅
生
門
」
の
猿
と
陰
陽
五
行
説

─

舘
　
健
一

る
特
徴
の
一
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。「
澄
江
堂
雑
記
」（
大
11
）
で
は

小
説
の
テ
ー
マ
を
「
芸
術
的
に
最
も
力
強
く
表
現
す
る
為
」
に
、「
或
異

常
な
事
件
が
必
要
」
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
「
不
自
然
の
障
害
を
避
け

る
為
に
舞
台
を
昔
に
求
め
」
て
い
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
様

態
に
つ
い
て
は
作
品
毎
に
事
情
も
異
な
る
が
、
芥
川
が
し
ば
し
ば
引
い
た

『
今
昔
物
語
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
時
代
に
は
、
陰
陽
五
行
説
は
あ

ら
ゆ
る
事
物
の
根
源
を
解
き
明
か
す
も
の
と
し
て
生
活
に
深
く
入
り
込
ん

で
い
た
た
め
、
作
化
の
過
程
で
文
脈
を
共
有
す
る
必
要
が
あ
っ
た
も
の
と

推
察
さ
れ
る
。
そ
の
一
端
を
小
説
「
羅
生
門
」
に
お
い
て
考
察
し
て
い
く

こ
と
が
、
本
稿
に
お
け
る
目
的
で
あ
る
。



國學院雑誌　第 124 巻第７号（2023年） ─ 48 ─
　

か
つ
て
私
は
近
代
文
学
会
の
第
二
〇
一
二
年
度
春
季
大
会
で
「
川
端
康

成
『
片
腕
』
試
論
」
と
題
し
、
羅
生
門
伝
説
に
見
ら
れ
る
鬼
の
心
象
と
川

端
の
「
片
腕
」（
昭
38
）
が
影
響
関
係
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
そ
の
後
、
し
ば
ら
く
研
究
か
ら
離
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
も
あ
り
、
論

文
と
し
て
形
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
が
、
小
説
「
羅
生
門
」
に
鬼

が
登
場
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
長
く
違
和
感
が
あ
り
、
い
つ
か
機
会
を

得
て
両
論
を
ま
と
め
て
み
た
い
と
い
う
消
極
的
な
目
標
も
捨
て
き
れ
ず
に

い
た
。
そ
れ
が
、
近
年
発
表
さ
れ
た
日
置
俊
次
「
芥
川
龍
之
介
『
羅
生
門
』

の
起
源
─
『
羅
生
門
の
鬼
』
伝
説
を
め
ぐ
っ
て
─（
１
）」
に
よ
っ
て
「
羅
生
門
」

の
起
源
が
改
め
て
検
討
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
、
遅
ま
き
な
が
ら
こ
の
心
残

り
を
晴
ら
そ
う
と
思
い
立
っ
た
の
が
本
稿
執
筆
の
端
的
な
理
由
で
あ
る
。

　

日
高
論
に
よ
る
と
、「
羅
生
門
」
に
鬼
が
登
場
し
な
い
理
由
は
以
下
の

二
点
で
あ
る
。
一
点
目
は
、
吉
田
彌
生
と
の
仲
を
反
対
し
た
伯
母
の
フ
キ

が
羅
生
門
伝
説
に
お
け
る
鬼
の
表
象
と
合
致
し
、
こ
れ
を
回
避
し
た
と
す

る
点
。
物
語
を
書
く
契
機
に
「
フ
キ
と
鬼
と
の
間
の
共
鳴
の
発
見
」
が
あ

り
、
し
か
し
芥
川
に
は
「
伯
母
が
鬼
で
あ
る
と
描
く
勇
気
は
な
か
っ
た
」。

詮
索
好
き
の
伯
母
の
耳
に
入
る
こ
と
を
恐
れ
た
が
た
め
に
、
鬼
の
イ
メ
ー

ジ
を
隠
蔽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て「
羅
生
門
」が
成
立
し
た
と
す
る
視
点
は
、

作
家
論
的
近
接
と
し
て
大
き
な
特
色
が
あ
る
。
ま
た
、
よ
り
重
要
な
二
点

目
は
、「
羅
生
門
の
鬼
」
の
伝
説
が
「
時
間
を
か
け
て
出
来
上
が
っ
て
い

く
力
学
」
を
『
今
昔
』
か
ら
学
ん
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
原
典
を
い
か
に

取
り
込
み
、
現
代
的
な
価
値
を
付
与
し
な
が
ら
ど
の
よ
う
に
小
説
と
し
て

練
り
上
げ
て
い
っ
た
か
を
想
像
す
る
に
、
羅
生
門
伝
説
に
お
け
る
心
象
は

避
け
て
は
通
れ
な
い
問
題
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
松
岡
譲
の
回
想（
２
）に
よ

る
と
、
芥
川
は
あ
る
友
人
と
会
っ
た
際
に
「
幽
霊
や
鬼
の
話
を
し
た
こ
と
」

が
あ
り
、「
鬼
の
小
説
な
ど
は
書
き
た
く
な
い
」
と
発
し
て
い
た
と
い
う

か
ら
、
こ
れ
は
作
者
自
身
に
も
深
く
自
覚
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し

か
も
、
そ
の
友
人
は
「
羅
生
門
」
を
念
頭
に
「
君
は
こ
の
間
鬼
の
話
を
書

い
た
ぢ
ゃ
な
い
か
」
と
応
じ
、
読
み
手
に
と
っ
て
羅
生
門
伝
説
に
ま
つ
わ

る
文
脈
が
想
定
さ
れ
得
る
こ
と
も
当
時
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
ご
く
自
然
な

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
鬼
の
不
在
は
「
羅
生
門
」
成

立
の
一
要
素
で
あ
る
こ
と
を
逆
説
的
に
物
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
に
お
け
る
結
論
を
先
に
い
う
と
、
小
説
「
羅
生
門
」
は
本
来
あ
る

べ
き
鬼
が
猿
に
変
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
書
き

換
え
の
論
理
的
背
景
に
は
陰
陽
五
行
説
に
ま
つ
わ
る
動
物
表
象
が
想
定
さ

れ
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
関
係
性
を
考
え
て
い
く
上
で
有
効
な
手
立
て
と
な

る
。
原
典
と
な
っ
た
『
今
昔
物
語
』「
羅
城
門
登
上
層
見
死
人
盗
人
語（
３
）
」

に
お
い
て
は
、「
年
極
く
老
た
る
嫗
」
が
「
若
き
女
」
の
遺
体
か
ら
髪
を

抜
く
場
面
で
「
盗
人
、
此
れ
を
見
る
に
、
心
も
得
ね
ば
、『
此
れ
は
若
し
、

鬼
に
や
有
ら
む
』
と
思
て
、
怖
け
れ
ど
も
」
と
鬼
の
心
象
が
付
さ
れ
て
い
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た
。
一
方
、
小
説
本
文
で
は
「
檜
皮
色
の
着
物
を
着
た
、
背
の
低
い
、
痩

せ
た
、
白
髪
頭
の
、
猿
の
や
う
な
老
婆
」
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
老
婆
が

死
体
か
ら
髪
を
抜
く
様
子
は
「
猿
の
親
が
猿
の
子
の
虱
を
と
る
や
う
に
、

そ
の
長
い
髪
の
毛
を
一
本
づ
ゝ
抜
き
は
じ
め
た
」と
も
描
写
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
東
郷
克
美（
４
）が
「
作
者
が
老
婆
を
動
物
的
存
在
と

し
て
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、
以

後
人
間
の
内
な
る
獣
性
が
作
品
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
の
検
討
が
重
ね

ら
れ
て
き
た
。
吉
田
俊
彦
は
こ
れ
を
「
吉
田
弥
生
と
の
愛
の
破
局
が
齎
す

芥
川
の
暗
い
思
い
と
密
着
し
た
イ
メ
ー
ジ（
５
）」

に
起
因
す
る
と
述
べ
、
ま
た

佐
々
木
充（
６
）は
羅
生
門
が
「
動
物
圏
」
で
あ
り
、
作
品
は
「
獣
の
姿
を
幻
視
」

で
き
る
も
の
、
つ
ま
り
「
下
人
が
獣
に
な
る
物
語
」
で
あ
る
と
結
論
付
け

て
い
る
。

　

た
し
か
に
、
本
文
に
は
動
物
表
現
が
多
用
さ
れ
、
時
間
の
他
に
も
登
場

人
物
の
人
間
性
に
関
わ
る
様
々
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
解

釈
を
積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
全
体
へ
の
言
及
も
あ
る
い

は
充
分
に
可
能
な
事
柄
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
論
の
多
く
は
動
物
を

人
間
と
異
な
る
存
在
と
し
て
扱
う
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
た
め
、

た
と
え
ば
後
に
ふ
れ
る
「
申
の
刻
下
が
り
」
の
よ
う
な
物
語
の
基
本
構
造

に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
も
、
そ
の
因
果
関
係
を
根
本
的
に
説
明
し
た
例

は
少
な
い
。
他
作
品
に
お
い
て
別
の
十
二
支
を
用
い
て
時
間
を
表
す
場
合

も
あ
っ
た
こ
と
を
併
せ
見
れ
ば
、
そ
こ
に
固
有
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
は

あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
も
し
、
陰
陽
五
行
を
背
景

と
し
た
事
物
の
関
係
性
の
あ
ら
わ
れ
方
が
作
品
構
造
を
読
み
解
く
要
素
と

な
る
な
ら
、
研
究
上
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
引
剥
行
為
、
物
語
末
尾
の

老
婆
の
描
写
に
対
し
て
も
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
先

の
発
表
内
容
や
日
高
論
と
も
一
部
重
複
す
る
が
、
羅
生
門
に
お
け
る
鬼
の

心
象
を
あ
ら
た
め
て
検
証
し
、
し
か
る
後
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み

よ
う
。

　

な
お
、
本
論
は
そ
の
性
質
上
、
多
く
を
前
出
日
高
論
お
よ
び
吉
野
裕
子

の
諸
論
考
に
参
を
得
て
い
る
。
作
家
論
を
背
景
と
し
て
物
語
生
成
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
『
今
昔
』
に
求
め
る
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
書
き
換
え
に
よ
っ

て
表
出
さ
れ
る
意
味
内
容
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
た
め
、
こ
の
点
で
前
者

と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
は
反
論
と
い
う
よ
り
も
、
部
分

的
な
論
理
継
承
の
一
つ
と
見
る
べ
き
で
、
そ
の
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
後
者
が
民
俗
学
的
に
提
供
す
る
材
料
は

限
り
な
く
広
範
か
つ
魅
惑
的
で
、
ゆ
く
ゆ
く
は
芥
川
文
学
と
陰
陽
五
行
説

の
関
係
性
に
つ
い
て
包
括
的
に
論
じ
て
み
た
い
願
望
も
あ
る
。
紙
幅
の
関

係
か
ら
、
こ
こ
で
は
そ
の
導
入
的
展
開
と
し
て
検
討
を
加
え
る
も
の
と
し
、

本
文
引
用
は「
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
一
巻
」（
岩
波
書
店　

昭
52
）に
拠
っ
た
。
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一　

問
題
の
所
在

　

そ
も
そ
も
、
老
婆
は
な
ぜ
猿
に
仕
立
て
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
前
出
東
郷
に
よ
れ
ば
「
芥
川
に
と
っ
て
『
猿
』
こ
そ
人
間
の
か
た

ち
を
し
た
獣
で
あ
り
、
ま
さ
に
『
人
間
獣
』
の
比
喩
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

で
あ
っ
た
」（
前
掲
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
猿
以
外

の
選
択
肢
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
あ

る
。
他
の
芥
川
作
品
を
見
渡
せ
ば
、
犬
や
狐
や
馬
な
ど
に
そ
れ
ぞ
れ
特
別

な
意
味
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
同
じ
猿
で
も
「
地
獄
変
」
の
猿
と
「
羅

生
門
」
の
猿
と
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
下
人
が
老
婆
の

示
す
論
理
を
獲
得
す
る
と
い
う
物
語
の
結
構
か
ら
い
え
ば
、
老
婆
が
猿
に

仕
立
て
ら
れ
る
こ
と
な
ど
は
全
く
の
不
要
、
ま
し
て
死
や
悪
に
ま
つ
わ
る

印
象
か
ら
い
え
ば
鬼
の
イ
メ
ー
ジ
が
優
先
さ
れ
て
い
て
良
さ
そ
う
な
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
原
典
に
は
な
い
猿
に
模
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、

そ
う
し
た
人
物
造
型
に
よ
っ
て
物
語
の
骨
格
が
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
、
こ
の
作
品
を
読
み
解
く
上
で
重
要
な
鍵
と
な
る
に
違
い
な
い
。

　
「
羅
生
門
」
研
究
は
有
史
以
来
膨
大
な
量
の
蓄
積
が
あ
り
、
そ
の
逐
一

を
こ
こ
に
明
ら
か
に
は
し
得
な
い
が
、
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
下
人
の
心
的

変
化
と
そ
の
行
方
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る

と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
こ
と
に
、「
こ
の
下
人
の
心
理
の
推
移
を
主
題
と
し
、

あ
は
せ
て
生
き
ん
が
為
に
、
各
人
各
様
に
持
た
ざ
る
を
得
ぬ
エ
ゴ
イ
ズ
ム

を
あ
ば
い
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る（
７
）」

と
し
た
吉
田
精
一
論
は
定
見
化
さ
れ
て

す
で
に
久
し
く
、
以
後
の
研
究
は
引
剥
の
意
義
、
す
な
わ
ち
下
人
と
老
婆

と
の
関
係
性
に
重
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
三
好
行
雄
は
こ
の
エ
ゴ

イ
ズ
ム
を
「
人
間
の
名
に
お
い
て
人
間
の
モ
ラ
ル
を
否
定
し
、
あ
る
い
は

否
定
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
世
界
」
と
し
た
上
で
、「
こ
の
よ
う
な
形
で

と
ら
え
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
い
か
な
る
救
済
も
拒
絶
す
る（
８
）」

と
説
い
た
。

ま
た
、
後
に
こ
れ
を
「
下
人
に
真
に
必
要
だ
っ
た
の
は
〈
許
す
可
ら
ざ
る

悪
〉
を
許
す
た
め
の
新
し
い
認
識
の
世
界（
９
）」

で
あ
っ
た
と
再
び
規
定
し
、

許
し
あ
う
世
界
に
身
を
投
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
下
人
が
引
剥
を
肯
定
す
る

言
葉
を
所
有
で
き
た
と
結
論
付
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
第
三
者
の
〈
許

し
〉」（
同
前
）、
あ
る
い
は
「
悪
の
解
体
の
論
理）

（1
（

」
と
い
う
理
解
は
下
人

と
老
婆
と
の
基
本
的
関
係
性
を
方
向
付
け
て
お
り
、
現
在
の
研
究
状
況
に

対
し
て
も
大
き
な
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
。
し
か
し
大
事
な
こ
と
は
、

老
婆
の
論
理
の
善
悪
や
そ
の
相
対
化
よ
り
以
前
に
、
鬼
か
ら
猿
に
書
き
換

え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

羅
生
門
と
鬼
の
組
み
合
わ
せ
は
『
平
家
物
語
』
剣
巻
を
中
心
と
し
た
説

話
に
見
ら
れ
、
茨
木
童
子
の
伝
説
な
ど
は
『
太
平
記
』
巻
三
十
二
「
直
冬

上
洛
事
付
鬼
丸
鬼
切
事
」と『
平
家
物
語
』「
剣
巻
」が
と
く
に
知
ら
れ
る
。
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ま
た
、
御
伽
草
紙
「
酒
呑
童
子
」
や
謡
曲
「
大
江
山
」、「
羅
生
門
」
を
は

じ
め
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
も
歌
舞
伎
舞
踊
「
茨
木
」「
戻
橋
」
に
脚
色

さ
れ
て
広
く
親
し
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
出
て
く
る
妖
者
は
牛
鬼
あ
る
い

は
悪
鬼
と
も
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
い
ず
れ
も
都
に
近
い
大
江
山
や
息
吹

山
な
ど
の
山
賊
退
治
が
伝
説
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
筋
は
大
方
に
お
い
て

同
一
で
あ
る
。
島
津
久
基
は
鬼
の
腕
の
話
に
つ
い
て
、『
大
鏡
』
上
に
お

け
る
「
太
政
大
臣
忠
平　

貞
信
公
」
の
逸
話
と
『
源
氏
物
語
』
の
夕
顔
の

巻
に
も
そ
の
種
の
も
の
が
う
か
が
え
、「
羅
生
門
伝
説
よ
り
前
か
ら
あ
っ

た
も
の
と
見
え
る
」
と
説
い
た）

（（
（

。
前
者
は
南
殿
の
鬼
と
し
て
知
ら
れ
、
醍

醐
あ
る
い
は
朱
雀
天
皇
の
御
代
に
宣
旨
を
受
け
た
忠
平
が
紫
宸
殿
の
御
帳

台
の
後
ろ
を
通
っ
た
折
に
鬼
に
出
く
わ
し
て
追
い
払
っ
た
と
い
う
話
で
あ

る
。
な
お
、
続
く
指
摘
に
従
え
ば
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
七
に
「
猟

師
母
成
鬼
擬
噉
子
語
第
二
十
二
」
と
い
う
話
が
あ
り
、
こ
れ
は
老
母
が
鬼

と
化
し
て
我
が
子
を
襲
い
、
手
を
射
切
ら
れ
た
と
い
う
筋
で
あ
る
。
こ
の

話
の
典
拠
は
未
詳
だ
が
、
鬼
が
老
女
に
化
し
、
あ
る
い
は
老
女
が
鬼
へ
と

変
じ
た
例
は
「
産
女
行
南
山
科
値
鬼
逃
語
」
な
ど
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
る

ら
し
い
。
そ
こ
に
は
ま
た
『
古
今
著
聞
集
』
三
三
五
話
「
源
頼
光
鬼
同
丸

を
誅
す
る
事
」
と
の
関
連
な
ど
も
想
定
さ
れ
る
た
め
、
両
者
の
結
び
つ
き

は
当
時
す
で
に
一
般
化
し
て
い
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

他
方
、
謡
曲
「
羅
生
門）

（1
（

」
は
源
頼
光
が
大
江
山
の
鬼
神
を
平
ら
げ
た
後
、

保
昌
か
ら
近
頃
羅
生
門
に
鬼
神
が
住
ん
で
い
る
と
い
う
噂
を
聞
き
、
羅
生

門
へ
検
分
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
る
兜
を
髻

と
読
み
替
え
れ
ば
『
今
昔
』
の
影
響
が
色
濃
く
う
か
が
え
、
ま
た
矢
が
太

刀
と
な
る
こ
と
で
『
太
平
記
』
と
同
様
に
切
ら
れ
た
の
が
腕
首
か
ら
腕
そ

の
も
の
へ
と
変
遷
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
出
典
は
「
剣
巻
」
と
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
戻
橋
の
鬼
女
を
羅
生
門
の
鬼
と
し
た
の
は
、『
今
昔
物
語
集
』

巻
二
十
四
「
玄
象
琵
琶
為
鬼
被
取
語
第
二
十
四
」
そ
の
他
に
鬼
の
栖
と
し

て
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
を
取
り
合
わ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
明

治
期
に
入
る
と
、
こ
の
伝
説
は
歌
舞
伎
舞
踊
「
茨
木）

（1
（

」、「
戻
橋
」
と
し
て

生
ま
れ
変
わ
り
、
前
者
は
「
さ
て
も
我
が
主
人
（
渡
辺
源
氏
綱
）
に
は
こ

の
程
九
条
羅
生
門
に
て
鬼
神
の
腕
を
切
り
取
り
た
ま
い
、
稀
代
の
手
柄
を

な
さ
れ
し
が
」（
括
弧
内
筆
者
。）
と
の
台
詞
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
内

容
的
に
は
「
戻
橋
」
の
続
編
に
当
た
る
。『
太
平
記
』
で
は
腕
を
取
り
返

し
に
来
る
牛
鬼
は
頼
光
の
母
に
化
け
て
い
た
け
れ
ど
、
こ
こ
で
は
腕
を
切

ら
れ
た
茨
木
童
子
が
綱
の
叔
母
・
真
柴
に
化
け
て
出
て
く
る
結
構
と
な
っ

て
い
て
、「
剣
巻
」
で
伯
母
（
養
母
）
の
渡
辺
と
な
っ
て
出
て
く
る
こ
と

に
依
拠
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
後
者
は
、
作
中
に
鬼
女
が
出
て

く
る
と
こ
ろ
か
ら
推
し
て
、『
太
平
記
』
や
謡
曲
「
羅
生
門
」
よ
り
は
「
剣

巻
」
の
影
響
を
直
接
的
に
受
け
た
も
の
と
い
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
他

の
話
と
同
様
に
鬼
と
女
あ
る
い
は
母
（
伯
母
、
叔
母
、
義
母
）
と
が
強
く
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関
連
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
日
置
論
に
示
唆
を
受
け
る
と
こ
ろ

は
少
な
く
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
う
な
る
と
や
は
り
「
羅
生
門
」
に
鬼
の
心
象
は
相
応
な
も

の
と
な
り
、
こ
れ
が
猿
に
書
き
換
え
ら
れ
る
理
由
は
な
い
か
に
見
え
る
。

『
平
家
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
古
典
群
を
念
頭
に
置
け
ば
、
死
骸
の
転

が
る
羅
生
門
の
二
階
に
い
る
者
と
し
て
連
想
さ
れ
る
こ
と
は
ご
く
自
然
な

こ
と
で
あ
る
。
下
人
に
し
て
も
、
腰
に
下
げ
て
い
る
太
刀
か
ら
源
氏
重
代

の
名
刀
と
し
て
知
ら
れ
る
髭
切
の
心
象
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、「
鬼

の
小
説
な
ど
は
書
き
た
く
な
い
」
と
す
る
言
葉
と
の
矛
盾
は
無
視
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
一
方
で
ま
た
、
作
品
の
世
界
観
を
物
語
る
雨
は
「
申
の

刻
下
が
り
」
か
ら
降
り
出
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
老
婆
に
課
せ
ら
れ

た
猿
の
心
象
と
奇
妙
な
一
致
を
見
せ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
両
者
を
安
易
に

結
び
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
他
作
品
で
時
間
を
示
す
際
に
そ

れ
以
外
の
時
間
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
猿
で
あ
る
こ

と
の
意
義
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
問
題
は

こ
れ
ま
で
幾
度
と
な
く
問
わ
れ
た
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
未
だ
解
き
明
か

さ
れ
て
い
な
い
難
問
な
の
で
あ
る
。

二　

陰
陽
五
行
説
と
猿

　

さ
て
、
陰
陽
五
行
説
は
中
国
に
お
け
る
古
代
哲
学
の
体
系
の
一
つ
で
、

自
然
現
象
の
因
果
を
説
く
た
め
に
用
い
ら
れ
た
理
論
で
あ
る
。
春
秋
戦
国

時
代
の
陰
陽
思
想
と
戦
国
時
代
の
五
行
思
想
か
ら
成
り
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
前
者
は
古
代
中
国
神
話
に
登
場
す
る
伏
羲
が

作
り
出
し
た
も
の
と
さ
れ
、
全
て
の
事
象
は
そ
れ
だ
け
が
単
独
で
存
在
す

る
の
で
は
な
く
、「
陰
」
と
「
陽
」
と
い
う
対
立
す
る
二
つ
の
形
で
存
在

す
る
。『
易
経
』
に
よ
る
と
宇
宙
万
物
の
本
源
は
太
極
で
あ
り
、
太
極
は

分
か
れ
て
両
儀
と
な
る
。
そ
の
両
儀
に
も
陰
陽
が
あ
り
、
陽
中
の
陽
を
太

陽
、
陽
中
の
陰
を
少
陽
、
陰
中
の
陰
を
太
陰
、
陰
中
の
陽
を
少
陰
と
し
て

四
象
と
い
い
、
こ
の
四
象
が
陰
陽
に
分
か
れ
た
も
の
が
吉
凶
を
占
う
際
に

用
い
ら
れ
る
八
卦
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
は
夏
の
禹
王
が
発
案
し
た
も
の

で
、
万
物
は
「
木
火
土
金
水
」
の
五
つ
の
要
素
が
互
い
に
相
生
、
相
剋
し

て
、
生
滅
盛
衰
を
繰
り
返
し
な
が
ら
循
環
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
れ

が
斉
の
鄒
衍
に
よ
っ
て
五
つ
の
惑
星
と
様
々
な
事
象
と
が
結
び
付
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
陰
陽
思
想
と
観
念
的
に
統
合
さ
れ
て
完
成
し
た
。

　

今
は
い
ず
れ
も
散
逸
し
審
ら
か
で
な
い
が
、『
漢
書
』「
芸
文
志
」
諸
子

略
、
陰
陽
家
の
部
に
「
郷
子
四
十
九
篇
」「
鄒
子
終
始
五
十
八
篇
」
が
収
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め
ら
れ
て
い
る
。『
史
記
』
や
そ
の
他
の
文
献
考
証
に
よ
る
と
、
木
徳
は

土
徳
に
勝
ち
、
金
徳
は
木
徳
に
勝
ち
、
水
徳
は
火
徳
に
勝
ち
、
水
徳
は
火

徳
に
勝
ち
、
土
徳
は
水
徳
に
勝
つ
関
係
に
あ
り
、
こ
の
五
徳
が
循
環
す
る

五
行
相
勝
（
剋
）
説
と
な
る
。
ま
た
、『
管
子
』「
四
時
」「
五
行
」
や
『
呂

氏
春
秋
』「
十
二
紀
」
に
は
、
四
季
の
推
移
に
配
当
し
て
木
（
春
・
小
陽
）

が
火
を
生
み
、
火
（
夏
・
大
陽
）
が
土
を
生
み
、
土
（
土
用
・
季
夏
）
が

金
を
生
み
、
金
（
秋
・
小
陰
）
が
水
を
生
み
、
水
（
冬
・
大
陰
）
が
木
を

生
む
と
さ
れ
る
五
行
相
生
説
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
元
来
五
行
に
は

十
二
支
は
含
ま
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
、『
呂
氏
春
秋
』「
十
二
紀
」
に
は
十

干
・
五
帝
・
五
神
・
五
虫
・
五
音
・
五
穀
・
五
畜
な
ど
広
い
範
囲
に
配
当

さ
れ
て
お
り
、
漢
代
で
こ
れ
に
十
二
支
も
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
今

日
で
は
考
え
ら
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

さ
て
、
陰
陽
五
行
思
想
の
日
本
へ
の
伝
来
は
早
く
、『
日
本
書
紀
』
に

よ
る
と
六
世
紀
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
継
体
七
（
五
一
三
）
年
六
月
に
百
済

か
ら
五
経
博
士
段
楊
爾
が
貢
上
さ
れ
、
同
一
〇
年
に
漢
高
安
茂
へ
交
代
さ

せ
て
い
る
。
ま
た
、
欽
明
紀
十
四
（
五
五
三
）
年
六
月
に
は
医
博
士
、
易

博
士
、
暦
博
士
の
上
番
と
卜
書
・
暦
本
を
求
め
た
と
あ
り
、
卜
書
が
す
で

に
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
推
古
一
〇
（
六
〇
三
）
年
一
〇
月
に
「
百

済
の
僧
観
勒
来
け
り
仍
り
て
暦
の
本
及
び
天
文
地
理
の
書
、
併
せ
て
遁
甲

方
術
の
書
を
貢
る
。」
と
あ
る
か
ら
、
日
本
で
そ
の
思
想
が
広
く
受
容
さ

れ
て
い
っ
た
の
は
こ
れ
以
降
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
道
術
を
取

り
入
れ
た
こ
と
で
独
自
に
発
展
し
、
東
北
（
丑
寅
）
の
方
角
を
鬼
門
と
し

て
忌
み
嫌
う
風
習
が
生
ま
れ
た
が
、鬼
が
牛
の
角
を
持
ち
、虎
皮
の
イ
メ
ー

ジ
で
語
ら
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　

な
お
、
日
本
に
お
い
て
最
も
有
名
な
鬼
門
と
い
え
ば
京
都
御
所
の
北
東

に
位
置
す
る
一
条
戻
橋
で
、
そ
の
名
は
『
撰
集
抄
』
巻
七
に
見
え
る
三
善

清
行
の
葬
列
の
逸
話
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
が
『
平
家
物
語
』
剣
巻
に

な
る
と
鬼
の
印
象
が
よ
り
強
く
押
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
謡
曲
「
羅

生
門
」
の
原
話
と
な
る
。
小
説
「
桃
太
郎
」
で
は
鬼
が
享
楽
的
で
あ
る
こ

と
を
説
明
し
た
箇
所
で
大
江
山
の
酒
顛
童
子
、
羅
生
門
の
茨
木
童
子
に
つ

い
て
ふ
れ
ら
れ
て
お
り
、
作
者
の
念
頭
に
あ
っ
た
と
確
実
に
推
せ
る
。
一

方
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
四
に
は
「
天
文
博
士
弓
削
是
雄
占
夢
語 

第

十
四
」
と
い
う
逸
話
が
あ
り
、
陰
陽
師
の
弓
削
是
雄
が
伴
宿
禰
世
継
の
自

宅
の
艮
の
方
向
に
暗
殺
者
が
い
る
こ
と
を
予
言
し
て
「
汝
を
殺
害
せ
む
と

為
る
者
は
、
家
の
丑
寅
の
角
な
る
所
に
隠
れ
居
た
る
也
」
と
す
る
場
面
が

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、『
校
註
国
文
叢
書
』
所
収
の
『
今
昔
物
語
』
頭

注
に
は
「
東
北
の
角
を
い
ふ
俗
に
鬼
門
と
称
す
枕
草
子
一
『
清
涼
殿
の
う

し
と
ら
の
す
み
の
北
の
へ
だ
て
な
る
御
さ
う
じ
に
は
云
々
』
と
見
ゆ
。」

と
あ
り
、『
枕
草
子
』
第
二
十
三
段
の
冒
頭
部
分
を
指
示
し
な
が
ら
艮
が

凶
運
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
話
が
収
め
ら
れ
た
「
本
朝
の
部　
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巻
第
十
四
」
に
は
「
震
旦
僧
長
秀
来
此
朝
被
仕
医
師
語
第
十
」
と
い
う
逸

話
が
あ
り
、
こ
こ
に
登
場
す
る
「
震
旦
よ
り
渡
り
け
る
僧
」
は
「
鼻
」
に

お
け
る
長
楽
寺
の
供
僧
の
モ
デ
ル
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
話
は
震
旦
か
ら

渡
っ
て
来
た
僧
長
秀
が
肉
桂
を
薬
と
し
て
使
え
る
こ
と
を
初
め
て
伝
え
た

も
の
で
、
震
旦
か
ら
渡
来
し
た
僧
で
あ
る
こ
と
、
京
で
医
師
と
し
て
仕
え

て
い
た
こ
と
、
後
に
寺
の
供
僧
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
多
く
の
点
で

共
通
し
て
い
る
。
論
旨
の
関
係
か
ら
本
論
で
は
省
く
が
、
原
典
の
あ
り
方

と
執
筆
の
経
緯
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、『
古
事
記
』
に
は
黄
泉
比
良
坂
の
麓
ま
で
逃
げ
て
き

た
イ
ザ
ナ
ギ
命
が
桃
の
実
に
よ
っ
て
雷
神
と
黄
泉
の
軍
を
撃
退
す
る
場
面

が
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
雷
は
鬼
、
あ
る
い
は
死
者
の
国
の
存
在
と
位
置
付

け
ら
れ
て
も
い
る
が
、
桃
こ
そ
は
そ
の
死
（
鬼
）
に
対
す
る
生
の
象
徴
で

あ
っ
た
。
桃
太
郎
の
家
来
に
は
鬼
が
象
徴
す
る
鬼
門
に
対
す
る
裏
鬼
門

（
坤
、
ひ
つ
じ
さ
る
）
に
あ
た
る
申
、
酉
、
戌
と
い
う
金
気
の
三
支
が
配

さ
れ
て
お
り
、
陰
陽
五
行
で
は
相
剋
す
る
関
係
に
あ
る
。
こ
の
三
支
が
選

ば
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
た
だ
子
ど
も
の
好
き
そ
う
な
動
物
が
選
ば
れ
た

と
す
る
説
や
、『
西
遊
記
』
の
孫
悟
空
、
猪
八
戒
、
沙
悟
浄
の
三
人
か
ら

派
生
し
た
も
の
と
す
る
説
も
あ
る
け
れ
ど
、
馬
琴
の
『
燕
石
雑
志
』（
文

化
８
）
で
は
方
位
説
に
依
拠
し
て
、「
鬼
島
は
鬼
門
を
表
せ
り
。
こ
れ
に

逆
す
る
に
、
西
の
方
申
酉
犬
を
も
て
す
。
こ
れ
を
四
時
に
配
す
る
に
、
西

は
秋
に
し
て
金
気
殺
伐
を
主
れ
ば
な
り
。
そ
の
意
い
と
深
し
。」
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
前
出
吉
野
に
よ
る
と
、「
申
・
酉
・
戌
の
三
支
は
、
金
気

の
方
局
を
形
成
し
、
無
類
に
強
い
金
気
と
な
る
。
桃
太
郎
は
戦
場
に
赴
く

途
中
、
自
分
と
同
気
の
金
気
の
も
の
に
出
会
い
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
家
来

と
し
て
揃
え
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
、
た
い
へ
ん
強
い
大
将
と
な
っ

た）
（1
（

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
猿
か
ら
鬼
へ
と
変
ず
る
こ
と
は
や
は
り

劇
的
な
変
化
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。「
右
の
頬
」
に
「
赤
く
頬
に
膿
を
持
つ
た
大

き
な
面
皰
」
の
あ
る
下
人
は
、
陰
陽
五
行
思
想
に
そ
っ
て
見
れ
ば
火
性
が

強
調
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
赤
色
は
青
・
赤
・
黄
・
白
・
黒
の
五
色
の
う

ち
の
火
性
、
そ
の
顔
色
も
爪
・
面
色
・
唇
・
毛
・
髪
の
五
華
の
う
ち
の
火

性
を
示
し
、「
盗
人
」
に
あ
た
る
偸
盗
も
ま
た
殺
生
・
偸
盗
・
邪
淫
・
妄
語
・

飲
酒
の
五
悪
の
う
ち
の
火
性
で
あ
る
。
一
方
の
老
婆
は
「
檜
皮
色
の
着
物

を
着
た
、
背
の
低
い
、
痩
せ
た
、
白
髪
頭
の
、
猿
の
や
う
な
」
姿
を
し
て

お
り
、
猿
は
上
述
の
よ
う
に
金
気
の
動
物
で
あ
る
。
同
様
に
「
白
髪
頭
」

の
白
も
五
色
の
う
ち
の
金
性
で
あ
る
か
ら
、
下
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
は

火
剋
金
の
関
係
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
物
語

の
後
半
で
両
者
が
つ
か
み
合
い
に
な
り
、「
し
か
し
勝
敗
は
、は
じ
め
か
ら
、

わ
か
つ
て
ゐ
る
。」
と
下
人
が
老
婆
を
組
み
伏
せ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、

年
齢
や
体
格
差
の
問
題
以
上
に
自
然
な
成
り
行
き
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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そ
れ
に
対
し
、
鬼
は
「
鬼
物
は
隠
れ
て
形
を
顕
す
を
欲
せ
ず
。
故
に
俗
呼

ん
で
隠
と
い
う
也
。」（『
和
名
抄
』）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
隠
す
な
わ
ち
陰

で
陰
気
の
象
徴
で
あ
る
。
陰
は
五
気
で
は
水
気
に
相
当
す
る
か
ら
、
火
性

の
下
人
と
は
水
剋
火
で
剋
す
る
関
係
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
小
説
の

筋
か
ら
い
え
ば
甚
だ
都
合
が
悪
く
、
鬼
か
ら
猿
へ
の
書
き
換
え
は
こ
の
点

を
忌
避
す
る
た
め
の
仕
掛
け
で
あ
っ
た
と
推
論
で
き
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
合
に
は
犬
や
鳥
な
ど
他
の
金
獣
の
可
能
性
も
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
、
犬
に
つ
い
て
は
死
の
印
象
と
結
び
付
け
ら
れ
な

が
ら
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　

ど
う
に
も
な
ら
な
い
事
を
、
ど
う
に
か
す
る
為
に
は
、
手
段
を
選

ん
で
ゐ
る
暇
は
な
い
。
選
ん
で
ゐ
れ
ば
、
築
土
の
下
か
、
道
端
の
土

の
上
で
、
飢
死
を
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
こ
の
門
の
上

へ
持
つ
て
来
て
、犬
の
や
う
に
棄
て
ら
れ
て
し
ま
ふ
ば
か
り
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
五
色
お
よ
び
五
悪
の
火
性
に
対
し
て
剋
さ
れ
る
関
係
で
あ
る

こ
と
が
暗
に
示
さ
れ
、
属
性
に
お
け
る
関
係
性
に
矛
盾
が
な
い
。
ま
た
、

鳥
に
つ
い
て
も
「
下
人
は
と
う
と
う
、
老
婆
の
腕
を
つ
か
ん
で
、
無
理
に

そ
こ
へ
扭
ぢ
倒
し
た
。
丁
度
、
鶏
の
脚
の
や
う
な
、
骨
と
皮
ば
か
り
の
腕

で
あ
る
。」、
あ
る
い
は
「
細
い
喉
で
、
尖
つ
た
喉
仏
の
動
い
て
ゐ
る
の
が

見
え
る
。
そ
の
時
、
そ
の
喉
か
ら
、
鴉
の
啼
く
や
う
な
声
が
、
喘
ぎ
喘
ぎ
、

下
人
の
耳
へ
伝
わ
つ
て
来
た
。」
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
火
性
の
下
人
に
対

し
て
剋
さ
れ
る
関
係
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
な
ぜ
猿
で
あ
っ

た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
中
国
神
仙
思
想
に
基
づ
く
逸
話
「
西
王
母

の
桃
」
が
好
個
の
例
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

西
王
母
は
西
方
の
崑
崙
山
に
住
み
、
不
老
長
寿
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い

る
。
周
の
穆
王
が
西
征
途
上
に
会
い
、
ま
た
漢
の
武
帝
が
不
老
不
死
の
仙

桃
七
顆
を
授
か
っ
た
と
も
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
の
場
合
も
生
命
力
の
象

徴
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。『
漢
武
故
事
』
で
は
西
王
母
が
植
え
た
桃
を
武

帝
の
臣
下
で
あ
っ
た
東
方
朔
が
盗
ん
だ
体
裁
と
な
っ
て
い
て
、
こ
の
逸
話

が『
西
遊
記
』に
お
け
る
蟠
桃
会
の
描
写
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

玉
帝
よ
り
西
王
母
の
蟠
桃
園
の
管
理
人
に
任
じ
ら
れ
た
孫
悟
空
は
蟠
桃
会

に
自
分
だ
け
招
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
恨
み
、
そ
の
腹
癒
せ
に
桃
園
の
桃

を
盗
み
食
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
桃
園
に
あ
る
三
千
六
百
本
の
桃
の
木
は
手

前
、
中
、
奥
と
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
効
用
が
あ
り
、
手
前
の
桃
を
食
べ
た
も

の
は
仙
人
に
、
中
ほ
ど
は
長
生
不
老
、
奥
の
桃
は
不
死
を
得
る
と
い
う
も

の
だ
っ
た
。
こ
の
う
ち
悟
空
の
食
べ
た
桃
は
一
番
奥
の
も
の
で
、
そ
の
た

め
に
怒
っ
た
天
帝
に
捉
え
ら
れ
て
刑
罰
を
受
け
て
も
死
な
ず
、
釈
迦
如
来

に
よ
っ
て
五
行
山
に
五
百
年
も
の
長
き
に
渡
り
封
印
さ
れ
て
も
生
き
永
ら

え
た
の
だ
っ
た
。
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要
す
る
に
、
桃
と
猿
と
は
古
く
か
ら
密
接
に
結
び
つ
き
、
し
か
も
そ
れ

は
生
の
あ
り
方
を
特
徴
づ
け
る
重
要
な
表
象
な
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
こ

こ
に
鬼
の
存
在
が
含
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
一
つ
の
特
徴
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
け
れ
ど
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
芥
川
の
理
解
の
範
疇
の
全
く
外
に

あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
東
郷
の
「
芥
川
の
作
品
に
登
場
す
る
老
人
が
し

ば
し
ば
醜
悪
な
エ
ゴ
を
む
き
出
し
に
し
て
生
き
る
浅
ま
し
い
存
在
で
あ

り
、
い
わ
ば
『
下
等
』
な
人
間
社
会
の
象
徴
」（
前
掲
）
で
あ
る
と
い
う

見
方
に
従
え
ば
、
老
婆
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
も
の
の
集
約
的
な
存
在
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
小
説
「
桃
太
郎
」
の
猿
に
関
す
る
凌
辱
の
一
節
が
容
易
に

連
想
さ
れ
、
人
間
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
動
物
的
な
存
在
と
し
て
描
き
出

さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
疑
い
を
入
れ
る
余
地
は
な
い
。
た
だ
、
鬼
か
ら

猿
へ
の
書
き
換
え
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
陰
陽
五
行
を
思
想
的
背
景
と

し
て
死
か
ら
生
の
象
徴
へ
の
劇
的
な
変
化
が
予
兆
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
こ
そ
は
、
下
人
と
老
婆
と
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
示
し
、
物
語

の
性
格
を
決
定
付
け
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
引
剥
の
対
象
は
実
質
的
に
は

売
れ
ば
金
に
な
る
は
ず
の
髪
で
は
な
く
着
物
が
選
択
さ
れ
、
こ
れ
が
餓
死

を
回
避
す
る
こ
と
の
象
徴
的
な
行
為
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三　
「
申
の
刻
下
が
り
」
の
雨

　

と
こ
ろ
で
、
五
気
は
さ
ら
に
「
兄
弟
」（
え
と
）
の
陰
陽
に
わ
か
れ
、

こ
れ
を
「
十
干
」
と
い
う
。
十
干
は
甲
・
乙
・
丙
・
丁
・
戊
・
己
・
庚
・
辛
・

壬
・
癸
の
十
種
か
ら
成
り
、
甲
と
己
、
乙
と
庚
、
丙
と
辛
、
丁
と
壬
、
戊

と
癸
の
干
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
こ
れ

ら
の
う
ち
二
つ
の
干
が
合
し
て
一
体
と
な
る
こ
と
を
干
合
と
い
い
、
こ
の

関
係
か
ら
徳
神
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
陽
の
干
は
自
ら
が
徳
神
で
あ
り
、

ま
た
陰
の
干
は
干
合
す
る
干
が
徳
神
と
な
る
が
、
現
在
で
も
度
々
耳
に
す

る
恵
方
は
年
の
干
の
徳
神
が
指
す
方
角
の
こ
と
で
あ
る
。
十
干
の
起
源
は

殷
代
で
、
十
日
を
一
旬
と
し
て
占
う
卜
旬
に
お
い
て
日
を
表
示
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
た
。
殷
で
は
十
個
の
太
陽
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ

が
毎
日
交
代
で
上
っ
て
十
日
で
一
巡
り
す
る
こ
と
を
「
旬
」
と
い
っ
て
、

一
月
を
十
日
毎
に
上
旬
、
中
旬
、
下
旬
と
す
る
こ
と
の
語
源
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
が
周
代
に
入
る
と
十
二
支
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
年
と
日
と
を
表

す
よ
う
に
な
り
、
漢
代
で
陰
陽
説
五
行
説
と
結
合
し
て
、
木
（
甲
乙
）・

火
（
丙
丁
）・
土
（
戊
己
）・
金
（
庚
辛
）・
水
（
壬
癸
）
と
、
五
行
そ
れ

ぞ
れ
の
「
兄
弟
」
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

さ
て
、
十
二
支
が
時
間
を
あ
ら
わ
す
と
な
る
と
、「
羅
生
門
」
で
は
次
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の
一
節
が
注
目
さ
れ
る
。

申
の
刻
下
り
か
ら
ふ
り
出
し
た
雨
は
、
い
ま
だ
に
上
る
け
し
き
が
な

い
。
そ
こ
で
、
下
人
は
、
何
を
お
い
て
も
差
当
り
明
日
の
暮
し
を
ど

う
に
か
し
よ
う
と
し
て
─
云
わ
ば
ど
う
に
も
な
ら
な
い
事
を
、
ど
う

に
か
し
よ
う
と
し
て
、
と
り
と
め
も
な
い
考
え
を
た
ど
り
な
が
ら
、

さ
っ
き
か
ら
朱
雀
大
路
に
ふ
る
雨
の
音
を
、
聞
く
と
も
な
く
聞
い
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
降
り
し
き
る
雨
は
「
申
の
刻
下
が
り
」、
す
な
わ
ち
一
日

二
十
四
時
間
を
二
時
間
ず
つ
十
二
支
に
当
て
は
め
た
場
合
に
子
か
ら
数
え

て
九
番
目
、
午
後
四
時
頃
か
ら
降
り
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

当
然
、
物
語
の
現
在
時
は
そ
れ
以
降
の
任
意
の
時
間
と
な
り
、
夕
方
か
ら

夜
へ
と
向
か
う
時
間
軸
の
中
で
進
行
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、「
羅
生
門
」
の
暗
い
世
界
観
を
象
徴
し
て
い
る
と
か
、
猿
に

模
さ
れ
た
老
婆
と
呼
応
関
係
に
あ
る
な
ど
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
理
由

は
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

　

と
い
う
の
も
、
陰
陽
五
行
の
法
則
の
一
つ
に
「
三
合
の
理
」
が
あ
り
、

こ
れ
は
十
二
支
の
う
ち
特
定
の
三
支
が
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
い
旺
気

に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
森
羅
万
象
に
は
い
ず
れ
も
始
め
が
あ
り
、

壮
ん
に
な
り
、
そ
う
し
て
終
わ
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
な
生
・
壮
（
旺
）・

墓
の
盛
衰
の
原
理
の
な
か
に
は
輪
廻
が
潜
め
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
三
つ
が

具
備
し
な
け
れ
ば
万
象
は
輪
廻
し
転
生
し
な
い
。『
淮
南
子
』天
文
訓）

（1
（

に
は
、

五
気
が
そ
れ
ぞ
れ
「
木
は
、
亥
に
生
じ
、
卯
に
壮
ん
に
、
未
に
死
す
。
三

辰
は
皆
木
な
り
。」、「
火
は
、
寅
に
生
じ
、
午
に
壮
ん
に
、
戌
に
死
す
。

三
辰
は
皆
火
な
り
。」、「
土
は
、
午
に
生
じ
、
戌
に
壮
ん
に
、
寅
に
死
す
。

三
辰
は
皆
土
な
り
。」「
金
は
、
巳
に
生
じ
、
酉
に
壮
ん
に
、
丑
に
死
す
。

三
辰
は
皆
金
な
り
。」、「
水
は
、
申
に
生
じ
、
子
に
壮
ん
に
、
辰
に
死
す
。

三
辰
は
皆
水
な
り
。」
と
説
か
れ
て
お
り
、
つ
ま
り
猿
は
単
に
動
物
と
し

て
の
猿
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
水
の
始
め
な
の
で
あ
る
（「
水
気
の
三

合
」）。
し
た
が
っ
て
、「
申
の
刻
下
が
り
」
は
水
す
な
わ
ち
雨
が
降
り
始

め
る
時
刻
と
し
て
最
も
適
し
た
時
間
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
他
の
動
物
の

示
す
時
刻
で
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
長
く
降
り
続
い
て
い
る
時
刻
や
止

む
よ
う
な
時
刻
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
こ
れ
は
極
め
て
興
味
深
い

現
象
で
あ
る
。

　

こ
の
「
三
合
の
理
」
は
、「
羅
生
門
」
を
め
ぐ
る
論
究
の
中
心
に
あ
っ

た
引
剥
に
つ
い
て
も
重
要
な
示
唆
を
含
ん
で
い
る
。
従
来
、
こ
の
行
為
の

一
因
と
考
え
ら
れ
て
い
た
老
婆
の
言
葉
は
、
善
悪
に
関
す
る
相
対
化
と
し

て
考
察
さ
れ
て
き
た
。
が
、
そ
の
元
と
な
っ
た
女
の
話
で
は
蛇
が
あ
く
ま

で
蛇
で
あ
り
、
そ
れ
を
魚
と
偽
っ
て
太
刀
帯
の
陣
へ
売
り
に
い
っ
て
い
た
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こ
と
、
そ
れ
自
体
が
肝
要
で
あ
る
。

現
に
、
わ
し
が
今
、
髪
を
抜
い
た
女
な
ど
は
な
、
蛇
を
四
寸
ば
か
り

づ
ゝ
に
切
つ
て
干
し
た
の
を
、
干
魚
だ
と
云
う
て
、
帯
刀
帯
の
陣
へ

売
り
に
往
ん
だ
わ
。
疫
病
に
か
ゝ
つ
て
死
な
な
ん
だ
ら
、
今
で
も
売

り
に
往
ん
で
ゐ
た
事
で
あ
ろ
。

　

先
に
見
た
五
悪
の
う
ち
「
偽
り
」
を
意
味
す
る
妄
語
は
金
性
で
あ
り
、

金
気
の
猿
に
模
さ
れ
た
老
婆
と
同
属
で
あ
る
。
蛇
は
十
二
支
で
は
巳
に
還

元
さ
れ
、
ま
た
金
気
の
始
め
（「
金
気
の
三
合
」）
で
も
あ
る
か
ら
、「
肉

食
鳥
の
や
う
な
、
鋭
い
眼
」
を
し
な
が
ら
「
鴉
の
啼
く
や
う
な
声
」
で
（
蛇

に
関
す
る
）妄
語
が
出
て
く
る
こ
と
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
の
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
こ
と
が
作
品
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
傍
証
と
し
て
、「
芋
粥
」

と
「
偸
盗
」
の
例
も
挙
げ
て
お
こ
う
。「
芋
粥
」
で
坂
本
の
狐
が
利
仁
の

言
伝
を
し
た
と
さ
れ
る
場
面
で
、
奥
方
が
人
心
地
を
失
っ
た
の
は
「
戌
時
」

で
あ
る
。

「
さ
れ
ば
で
ご
ざ
い
ま
す
る
。夜
前
、戌
時
ば
か
り
に
、奥
方
が
俄
に
、

人
心
地
を
お
失
ひ
な
さ
れ
ま
し
て
な
。『
お
の
れ
は
、阪
本
の
狐
ぢ
や
。

今
日
、
殿
の
仰
せ
ら
れ
た
事
を
、
言
伝
て
せ
う
ほ
ど
に
、
近
う
寄
つ

て
、
よ
う
聞
き
や
れ
。』
と
、
か
う
仰
有
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
る
。

　
「
猿
の
や
う
な
」
老
婆
と
「
申
の
刻
下
が
り
」
を
直
接
的
な
関
係
が
あ

る
と
見
な
す
立
場
を
取
れ
ば
、
こ
こ
で
は
「
犬
の
や
う
な
生
活
」
を
す
る

五
位
と
「
戌
時
」
で
あ
る
こ
と
に
も
導
入
し
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
が
、

解
釈
上
そ
れ
は
や
は
り
難
し
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
色
か
ら
土
気
の
獣
と
し

て
解
さ
れ
る
狐
が
利
仁
に
よ
っ
て
「
鞍
置
馬
二
疋
、
牽
か
せ
て
参
れ
。」

と
言
伝
さ
れ
、「
戌
時
」
に
な
っ
て
現
前
す
る
と
い
う
流
れ
を
見
れ
ば
、

ま
さ
に
「
土
気
の
三
合
」
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
前
出
吉

野
は
『
説
文
解
字
』
に
よ
っ
て
「
狐
は
そ
の
色
が
黄
色
で
あ
る
。
黄
色
は

中
国
陰
陽
五
行
思
想
に
お
い
て
は
、
木
火
土
金
水
の
五
原
素
の
う
ち
、『
土

気
』
を
象
徴
し
、
中
央
に
位
す
る
色
で
あ
る）

（1
（

。」
と
す
る
が
、
そ
う
な
れ

ば
狐
は
午
や
戌
と
「
三
合
の
理
」
に
よ
っ
て
関
係
的
で
あ
る
こ
と
が
示
唆

さ
れ
、「
申
の
刻
下
が
り
」
と
同
様
に
時
間
の
み
を
表
し
て
い
た
の
で
は

な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
の
点
で
よ
り
明
確
に
感
じ
ら
れ
る
の
が
「
偸
盗
」
で
、
太
郎
が
猪
熊

の
婆
に
今
夜
の
手
は
ず
を
聞
く
場
面
は
「
亥
の
上
刻
」
で
あ
る
。
猪
は
亥

に
還
元
さ
れ
る
こ
と
か
ら
両
者
を
関
連
付
け
て
考
え
る
誘
惑
に
も
誘
わ
れ

る
け
れ
ど
、
亥
は
水
気
の
獣
で
も
あ
り
、「
羅
生
門
」
の
猿
（
申
）
と
同

様
に
字
句
以
上
の
関
連
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
二
十
歳
ば
か
り
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と
さ
れ
る
太
郎
は
紺
の
水
干
を
身
に
付
け
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、

紺
す
な
わ
ち
青
は
五
行
で
は
木
性
に
相
当
す
る
色
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
こ
で
は
「
木
気
の
三
合
」
が
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
理
由
は
次
の
通
り

で
あ
る
。
次
郎
が
沙
金
と
会
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
は
「
未
の
下
刻
」

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
太
郎
の
謀
殺
が
企
図
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
直
後
に
は

猪
熊
の
お
爺
が
阿
濃
に
薬
を
飲
ま
せ
よ
う
と
す
る
場
面
に
転
換
し
、
そ
こ

へ
太
郎
が
助
け
に
入
っ
て
「
乱
れ
た
髪
も
つ
く
ろ
わ
ず
に
、
脱
兎
の
ご
と

く
身
を
か
わ
し
て
」
逃
げ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
卯
と
未
の
順
序
が

整
っ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
木
気
の
太
郎
は
今
夜
の
手
は
ず
を
「
亥
の
刻
」

に
聞
き
、
あ
わ
せ
て
「
未
の
下
刻
」
に
謀
殺
が
企
図
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

太
郎
の
助
け
に
よ
っ
て
阿
濃
が
脱
兎
の
ご
と
く
逃
れ
る
こ
と
に
な
る
か

ら
、「
木
気
の
三
合
」
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
だ

ろ
う
。

　

曽
我
と
も
子）

（1
（

に
よ
る
と
、『
五
行
大
義
』
で
は
一
年
の
運
気
を
十
二
の

運
行
「
生
死
所
論
」
で
表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
中
に
「
三
合
」
の

存
在
が
す
で
に
み
ら
れ
る
と
い
う
。
ま
た
、
続
く
指
摘
に
従
え
ば
、
鎌
倉

末
期
や
室
町
期
の
陰
陽
書
に
関
連
す
る
記
述
が
あ
り
、
宮
中
で
行
わ
れ
て

い
た
田
の
神
祭
り
が
神
社
を
通
し
て
農
村
や
農
家
に
伝
え
ら
れ
、
し
か
も

そ
こ
に
五
穀
豊
穣
を
願
う
「
三
合
」
方
術
が
含
ま
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、

陰
陽
五
行
に
基
づ
く
自
然
の
捉
え
方
は
人
々
の
生
活
の
中
に
深
く
入
り
込

ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
「
申
の
刻
下
が
り
」
が
水
と
深
い
つ
な

が
り
を
持
ち
、
雨
の
降
り
出
す
時
間
を
反
映
す
る
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
時

間
で
あ
る
よ
う
な
こ
と
は
、
言
葉
以
上
の
実
感
と
し
て
あ
っ
た
に
違
い
な

い
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
「
芋
粥
」「
偸
盗
」
に
お
け
る
「
三
合
」

に
つ
い
て
も
い
え
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
が
現
代
に
生
き
る
我
々
に
と
っ

て
想
像
し
難
い
の
は
、
陰
陽
五
行
が
す
で
に
そ
の
姿
を
感
じ
る
こ
と
さ
え

で
き
な
い
く
ら
い
浸
透
し
て
い
る
か
ら
に
違
い
な
い
。「
澄
江
堂
雑
記
」

の
記
述
は
そ
う
し
た
企
図
、
す
な
わ
ち
作
化
の
過
程
に
お
け
る
文
脈
の
共

有
が
あ
っ
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
だ
っ
た
の
だ
。

　

な
お
、
五
行
の
法
則
の
中
に
は
「
三
合
の
理
」
の
他
に
「
支
合
の
理
」

が
あ
り
、
こ
れ
は
十
二
支
の
う
ち
の
二
つ
が
結
び
つ
い
て
新
た
な
木
火
土

金
水
の
五
気
を
生
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
支
合
」は
子
と
丑
で
土
気
、

亥
と
寅
で
木
気
、
卯
と
戌
で
火
気
、
辰
と
酉
で
金
気
、
巳
と
申
で
水
気
、

午
と
未
で
火
気
、
を
そ
れ
ぞ
れ
生
じ
さ
せ
、
十
二
支
に
内
包
さ
れ
る
五
行

の
力
量
が
変
化
す
る
。
こ
の
法
則
に
そ
っ
て
理
解
す
れ
ば
、「
羅
生
門
」

は
あ
る
意
味
で
極
め
て
明
瞭
な
物
語
と
な
る
。
そ
れ
は
、「
猿
の
や
う
な
」

老
婆
は
蛇
と
関
係
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
爪
・
面
・
唇
・
毛
・
髪
の

五
栄
の
う
ち
の
水
性
で
あ
る
髪
が
導
き
出
さ
れ
、「
水
気
の
支
合
」
を
示

す
か
ら
で
あ
る
。
老
婆
が
死
骸
か
ら
髪
を
引
き
抜
く
こ
と
を
「
凌
辱
」
と

し
て
位
置
付
け
、
下
人
が
「
人
間
と
し
て
の
怒
り
」
を
感
じ
た
と
す
る
見
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方）
（1
（

、
あ
る
い
は
髪
を
女
の
若
さ
と
美
し
さ
の
象
徴
で
あ
る
と
し
、「
老
婆

の
『
女
』
と
し
て
の
情
念
を
感
じ
と
り
、『
憎
悪
』
を
覚
え
て
い
る
」
と

す
る
見
方）

11
（

も
あ
る
。
た
だ
、
見
て
き
た
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
る
と
、
猿
に

模
さ
れ
た
老
婆
が
蛇
の
話
を
持
ち
出
す
と
い
う
、
両
者
が
分
か
ち
が
た
い

関
係
で
あ
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
、
そ
こ
に
は
よ
り
深
淵
な
意
味
が
課
せ

ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　

何
し
ろ
、
金
性
の
老
婆
が
水
性
の
髪
を
抜
く
と
な
る
と
、
こ
の
行
為
は

金
生
水
で
相
生
す
る
関
係
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、

老
婆
と
女
は
本
来「
憎
悪
」を
覚
え
る
よ
う
な
対
立
的
な
も
の
で
は
な
く
、

蛇
を
魚
と
偽
っ
て
売
り
付
け
た
女
の
行
為
を
「
悪
い
こ
と
を
し
た
と
は
思

う
て
ゐ
ぬ
」
と
す
る
よ
う
な
陽
の
関
係
と
な
る
。
髪
を
引
き
抜
く
場
面
に

つ
い
て
前
出
三
好
は
「
単
な
る
死
者
へ
の
冒
瀆
で
は
な
く
、
朽
え
、
崩
壊

し
つ
つ
あ
る
世
界
の
風
景
」
と
し
、
こ
れ
に
多
く
の
研
究
者
も
追
従
す
る

け
れ
ど
、
こ
の
時
の
「
憎
悪
」
と
は
下
人
か
ら
老
婆
の
行
為
に
対
し
て
向

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
読
み
手
側
の
道
徳
観
の
問
題
に

す
ぎ
な
い
。
物
語
の
筋
か
ら
い
っ
て
も
、
生
活
に
困
る
老
婆
が
売
れ
ば
金

に
な
る
髪
を
引
き
抜
く
こ
と
は
何
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
く
、
両
者
の

間
に
陰
の
関
係
性
を
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
牛
と
寅
に
象
徴
さ

れ
る
鬼
か
ら
は
水
気
の
髪
や
蛇
を
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、ま
し
て「
申

の
刻
下
が
り
」
な
ど
と
は
全
く
無
関
係
の
描
写
と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事

柄
が
別
々
に
理
解
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
物
語
は
構
造
的
に
理
解
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
下
人
の
心
理
分
析
の
域
を
抜
け
出
な
く
な
っ
て
し
ま
う
訳
で
あ

る
。

　

老
婆
が
猿
に
模
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
考
察
は
、
鬼
で
あ
っ
た
こ
と
を
比

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
意
味
付
け
ら
れ
る
。
三
合
に
よ
る
設
定
の
蓋

然
性
、
支
合
に
よ
る
結
び
付
き
を
想
定
し
な
い
限
り
、
こ
れ
ら
の
現
象
は

お
そ
ら
く
理
解
し
が
た
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
下
人
に
よ
る

引
剥
の
対
象
は
こ
の
髪
で
は
な
く
着
物
、
そ
れ
も
檜
皮
色
の
も
の
が
選
ば

れ
て
お
り
、
こ
れ
が
研
究
上
に
残
さ
れ
た
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。
色
は

も
ち
ろ
ん
陰
陽
五
行
に
お
い
て
も
重
要
な
意
味
を
持
ち
、「
羅
生
門
」
の

み
な
ら
ず
他
作
品
の
読
解
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

お
わ
り
に

　

見
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
原
典
で
鬼
に
関

連
付
け
ら
れ
て
い
た
老
婆
は
小
説
で
は
猿
に
模
さ
れ
て
お
り
、
陰
陽
五
行

説
に
そ
っ
て
見
れ
ば
死
か
ら
生
へ
の
劇
的
な
変
化
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
ま
た
引
剥
の
対
象
が
着
物
と
な
り
、
餓
死
を
回
避
す
る
こ
と
の
象

徴
で
あ
っ
た
こ
と
に
通
じ
て
い
る
。な
お
、そ
の
世
界
観
を
象
徴
す
る「
申
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の
刻
下
が
り
」
か
ら
降
り
出
し
た
雨
は
、「
三
合
の
理
」
に
照
ら
し
て
考

え
れ
ば
最
も
相
応
し
い
時
間
で
あ
る
と
い
え
、「
芋
粥
」
や
「
偸
盗
」
に

お
け
る
時
間
の
あ
り
方
、「
羅
生
門
」
の
女
が
蛇
を
魚
と
偽
っ
て
帯
刀
の

陣
に
売
り
に
行
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
も
有
用
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
支
合
の
理
」
に
そ
っ
て
理
解
す
る
な
ら
、
老
婆
が
女
の
髪
を

抜
く
こ
と
は
極
め
て
明
瞭
な
関
係
性
と
な
り
、
老
婆
が
鬼
で
は
な
く
猿
で

あ
る
こ
と
の
必
然
性
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

　

最
後
に
、こ
こ
で
も
う
ひ
と
つ
だ
け
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
物
語
末
尾
の
老
婆
の
描
写
で
あ
る
が
、「
羅
生
門
」
に
お
け
る
陰

陽
五
行
の
あ
り
方
が
最
も
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

暫
く
、
死
ん
だ
や
う
に
倒
れ
て
ゐ
た
老
婆
が
、
死
骸
の
中
か
ら
、

そ
の
裸
の
体
を
起
し
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
の
事
で
あ
る
。

老
婆
は
、
つ
ぶ
や
く
よ
う
な
、
う
め
く
や
う
な
声
を
立
て
な
が
ら
、

ま
だ
燃
え
て
ゐ
る
火
の
光
を
た
よ
り
に
、
梯
子
の
口
ま
で
、
這
つ
て

行
つ
た
。
さ
う
し
て
、
そ
こ
か
ら
、
短
い
白
髪
を
倒
に
し
て
、
門
の

下
を
覗
き
こ
ん
だ
。
外
に
は
、
唯
、
黒
洞
々
た
る
夜
が
あ
る
ば
か
り

で
あ
る
。

　

こ
こ
で
老
婆
は
「
短
い
白
髪
を
倒
さ
」
に
し
て
天
地
を
逆
転
し
た
体
勢

に
な
っ
て
お
り
、
白
髪
や
猿
の
示
す
金
性
の
対
局
、
す
な
わ
ち
火
性
で
あ

る
こ
と
を
体
現
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
表
層
的
に
は
五
悪
火
性

の
偸
盗（
盗
人
）に
な
る
下
人
の
行
く
末
を
暗
示
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

し
か
し
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
天
地
が
倒
さ
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
金
気

の
猿
の
対
局
で
あ
る
鬼
を
意
味
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
は
猿
に
書

き
換
え
ら
れ
る
以
前
の
老
婆
本
来
の
姿
に
他
な
ら
な
い
。
あ
た
か
も
そ
れ

を
証
す
る
よ
う
に
、
老
婆
は
生
ま
れ
た
ま
ま
の
姿
（
裸
）
に
な
っ
て
お
り
、

こ
れ
を
導
く
行
為
こ
そ
が
引
剥
だ
っ
た
の
だ
。諸
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

物
語
に
悪
の
論
理
の
獲
得
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
陰
陽
五
行

を
視
座
と
す
れ
ば
、
火
性
の
下
人
に
対
し
て
老
婆
が
水
性
を
示
す
鬼
の
ま

ま
で
は
相
剋
し
て
し
ま
う
た
め
、
事
物
の
関
係
性
を
示
す
上
で
支
障
が
あ

る
。
こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
は
火
性
に
剋
さ
れ
る
金
性
、
し
か
も
死
の
象

徴
で
あ
る
鬼
と
最
も
対
立
的
な
生
の
象
徴
で
あ
る
猿
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
だ
っ
た
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
、
引
剥
が
生
を
得
る
た
め
の
行
為
で

あ
る
と
し
た
な
ら
、
引
剥
さ
れ
た
後
の
老
婆
は
死
を
象
徴
す
る
本
来
の
姿

を
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
ず
、
猿
の
ま
ま
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
物
語

の
末
尾
に
あ
っ
て
老
婆
が
は
じ
め
て
倒
と
な
っ
た
の
は
、
い
わ
ば
老
婆
の

持
つ
生
の
論
理
を
獲
得
し
た
下
人
の
変
質
を
、
関
係
的
に
あ
ら
わ
す
た
め

の
仕
掛
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

老
婆
が
倒
に
な
る
と
い
う
、
ま
さ
に
反
転
の
モ
チ
ー
フ
と
も
い
う
べ
き
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こ
の
現
象
は
、「
芋
粥
」
の
狐
や
「
地
獄
変
」
の
猿
、「
河
童
」
な
ど
に
も

通
ず
る
問
題
性
で
も
あ
る
。「
河
童
」構
想
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る「
手

帳
」に
は「
河
童
国
─
荘
重
の
事
を
云
ふ
と
笑
ふ
。す
べ
て
を
逆
に
せ
よ
。」

（「
手
帳
」
五
）
と
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
が
作
品
執
筆
に
あ
た
っ
て
念

頭
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
小
澤
保
博）

1（
（

に
よ
る
と
、
こ
の
記

述
は
お
お
む
ね
大
正
九
年
頃
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、
着
想
の
時
期
は
か
な

り
近
し
か
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
河
童
と
い
う
存
在
も
ま
た
陰

陽
五
行
と
深
い
繋
が
り
を
持
ち
、
芥
川
文
学
全
体
を
通
し
て
見
て
も
象
徴

的
な
存
在
で
あ
る
。そ
の
た
め
、こ
の
問
題
を
突
き
詰
め
て
い
く
こ
と
は
、

も
し
か
し
た
ら
個
別
作
品
の
傾
向
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
全
体
像
を
解
き

明
か
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
初
期
の
芥
川
作
品
の
多
く

に
陰
陽
五
行
の
思
想
が
潜
在
し
て
い
る
と
い
う
の
が
現
在
の
私
の
見
立
て

で
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
も
し
か
す
る
と
「
或
異
常
な
事
件
が
必
要
」
と

な
っ
た
場
合
に
お
い
て
「
不
自
然
の
障
害
を
避
け
る
為
に
舞
台
を
昔
に
求

め
」（「
澄
江
堂
雑
記
」）
る
際
の
未
達
部
分
へ
の
補
完
の
み
を
意
味
し
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
う
し
た
関
係
性
を
図
式
化
し
、
さ

ら
に
空
間
的
に
把
握
す
る
た
め
の
方
法
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
本
稿
で
取

り
上
げ
た
動
物
だ
け
で
な
く
、
方
角
や
季
節
、
色
や
精
神
に
至
る
ま
で
、

あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
改
め
て
検
討
を
加
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
） 

日
置
俊
次
「
芥
川
龍
之
介
『
羅
生
門
』
の
起
源

─
『
羅
生
門
の
鬼
』
伝
説
を
め

ぐ
っ
て

─
」（「
紀
要
」
青
山
学
院
大
学　

令
４
）

（
２
） 

松
岡
譲
「
勉
強
家
で
多
能
な
人
」（『
新
潮
』
大
６
）

（
３
） 

今
日
最
も
入
手
し
や
す
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
昔
物
語

集
』（
岩
波
書
店　

昭
35
）
で
は
巻
二
十
九
第
十
八
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

芥
川
が
参
照
し
た
と
さ
れ
る
『
校
註
国
文
叢
書
』
所
収
『
今
昔
物
語
』（
上
下
巻　

博
文
館　

大
４
）
で
は
下
巻
の
本
朝
の
部
巻
第
十
九
に
あ
り
、
本
文
引
用
や
頭
注

に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
以
下
同
書
に
従
う
。

（
４
） 

東
郷
克
美
「『
猿
の
や
う
な
』
人
間
の
行
方

─
「
羅
生
門
」「
偸
盗
」
か
ら
「
地

獄
変
」
へ

─
」『
一
冊
の
講
座　

芥
川
龍
之
介
』（
有
精
道　

昭
57
）

（
５
） 

吉
田
俊
彦
「
岡
山
大
学
文
学
部
国
文
学
論
考　

第
一
〇
号
」
昭
57
）

（
６
） 

佐
々
木
充
「『
羅
生
門
』
か
ら
『
山
月
記
』
へ
」（「
千
葉
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
」

平
４
）

（
７
） 

吉
田
精
一
『
芥
川
龍
之
介
』（
三
省
堂　

昭
17
）

（
８
） 

三
好
行
雄
『
現
代
日
本
文
学
大
辞
典
』（
明
治
書
院　

昭
40
）

（
９
） 

三
好
行
雄
「
無
明
の
闇
─
『
羅
生
門
』
の
世
界
」（
原
題
「
無
明
の
闇
─
『
羅
生
門
』

再
説
」
と
し
て
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
50
に
発
表
、
本
文
は
『
芥
川
龍
之
介
論
』

筑
摩
書
房　

平
５
よ
り
引
用
し
た
）

（
10
） 

海
老
井
英
次
「『
羅
生
門
』
の
老
妓
は
否
定
的
存
在
か
」（『
月
刊
国
語
教
育
』
第

二
巻
二
号　

東
京
法
令
出
版　

昭
57
）

（
11
） 

島
津
久
基
『
羅
生
門
の
鬼
』（
昭
50　

平
凡
社
）

（
12
） 

佐
成
謙
太
郎
『
謡
曲
大
観　

第
一
巻
』（
昭
５　

明
治
書
院
）
に
よ
れ
ば
、「
羅
生

門
」
は
能
本
作
者
註
文
、
二
百
十
番
謡
目
録
と
も
に
観
世
小
次
郎
の
作
と
さ
れ
、

言
継
卿
記
に
天
文
元
（
一
五
三
二
）
年
四
月
二
十
九
日
演
能
と
あ
る
。

（
13
） 

山
本
二
郎
「
茨
木
」（『
名
作
歌
舞
伎
全
集　

第
18
巻　

家
の
芸
集
』
昭
44　

東
京

創
元
社
）

（
14
） 
陰
陽
五
行
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
飯
島
忠
夫
、
中
村
璋
八
ら
の
諸
論
考
を
基
本
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的
理
解
の
た
め
に
適
宜
参
照
し
た
。

（
15
） 

吉
野
裕
子
『
陰
陽
五
行
と
日
本
の
民
俗
』（
人
文
書
院　

昭
58
）

（
16
） 『
新
釈
漢
文
大
系　

第
54
巻　

淮
南
子
（
上
）』（
明
治
書
院　

昭
54
）

（
17
） 

吉
野
裕
子
『
狐　

陰
陽
五
行
と
稲
荷
信
仰
』（
法
政
大
学
出
版
局　
　

昭
55
）

（
18
） 

曽
我
と
も
子
「
陰
陽
五
行
思
想
に
お
け
る
『
三
合
』
の
一
考
察
」（「
現
代
民
俗
学

研
究
」
第
５
号　

平
25
）

（
19
） 

五
島
慶
一
「『
羅
生
門
』
論

─
『
猿
』
と
人
間
、
そ
し
て
語
り
手

─
」（
熊
本

女
子
大
学
「
国
文
研
究　

第
56
号
」
平
23
）

（
20
） 

日
置
俊
次
「
芥
川
龍
之
介
『
羅
生
門
』
論
」（「
青
山
語
文
」
35
巻　

平
17
）

（
21
） 

小
澤
保
博
「
芥
川
龍
之
介
『
河
童
』
成
立
考
」（「
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
」
昭

61
）


