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は
じ
め
に

　

現
代
に
生
き
る
人
々
に
と
っ
て
、『
古
事
記
』
な
ど
の
神
話
は
、
実
際
に
作
品
を
読
む
の
で
は
な
く
絵
本
や
児
童
文
学
で
触
れ
る
こ
と

が
多
い
だ
ろ
う
。
幼
少
期
の
読
み
聞
か
せ
や
小
学
校
で
の
神
話
・
昔
話
の
教
材
な
ど
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
平
成
二
十
年
度
に
改
訂
さ
れ

た
小
学
校
の
学
習
指
導
要
領
に
は
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
が
設
け
ら
れ
、
低
学
年
に
お
い
て
は
「
昔
話
や
神
話
・
伝
承

な
ど
の
本
や
文
章
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
い
た
り
，
発
表
し
合
っ
た
り
す
る
こ
と
」
と
あ
り（

（
（

、
平
成
二
十
九
年
度
改
訂
の
学
習
指
導
要
領
で

も
「
昔
話
や
神
話
・
伝
承
な
ど
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
く
な
ど
し
て
，
我
が
国
の
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
親
し
む
こ
と
」
と
記
さ
れ
て
い
る（

２
（。�

『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
二
十
九
年
告
示
（
解
説　

国
語
編
』
に
は
、
神
話
・
伝
承
は
「
古
事
記
，
日
本
書
紀
，
風
土
記
な
ど
に

描
か
れ
た
も
の
や
，
地
域
に
伝
わ
る
伝
説
な
ど
が
教
材
」
で
あ
り
、「
児
童
の
発
達
の
段
階
や
初
め
て
古
典
を
学
習
す
る
こ
と
を
考
慮
し
，

　
　『
古
事
記
』
の
絵
本
化
に
つ
い
て
の
考
察
―
黄
泉
国
神
話
を
対
象
に
―

鶉
　
橋
　
辰
　
成
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易
し
く
書
き
換
え
た
も
の
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
必
要
」
と
し
て
い
る（

３
（。

こ
の
よ
う
に
、近
年
で
は
小
学
校
の
国
語
の
授
業
で
『
古
事
記
』

な
ど
の
神
話
・
伝
説
を
学
ぶ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
語
の
教
科
書
に
は
特
定
の
神
話
し
か
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

そ
れ
以
外
の
神
話
を
学
ぶ
場
合
に
は
、
絵
本
な
ど
が
有
益
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
神
話
の
中
に
は
性
的
な
描
写
や
生
と
死
を�

テ
ー
マ
と
す
る
も
の
な
ど
子
ど
も
向
け
に
し
づ
ら
い
神
話
も
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
黄
泉
国
神
話
な
ど
は
生
と
死
の
神
話
で
あ
る
こ
と
か

ら
、子
ど
も
向
け
に
書
き
換
え
る
際
に
は
表
現
に
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
代
に
お
け
る
絵
本
の
特
徴
を
確
認
す
る
こ
と
で
、

ど
の
よ
う
に
『
古
事
記
』
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、『
古
事
記
』
を
絵
本
化
し
た
作
品
か
ら
黄
泉
国
神
話
を
と
り
あ
げ
た
も
の
を
中
心
に
、
現
代
の
『
古
事
記
』
の
受
容
を
検
討

し
て
い
き
た
い
。
黄
泉
国
は
、
一
般
的
に
死
者
の
国
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
、『
古
事
記
』
の
世
界
観
に
関
わ
る
国
で
あ
り
、
そ
の
国
へ

の
訪
問
は
、
イ
ザ
ナ
キ
が
禊
ぎ
を
行
う
要
因
に
な
る
。
そ
し
て
、
禊
ぎ
で
は
、
高
天
原
の
主
神
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
や
、
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ

チ
退
治
で
有
名
な
ス
サ
ノ
オ
ら
三
貴
子
が
出
現
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
要
因
と
な
る
黄
泉
国
神
話
は
『
古
事
記
』
の
中
で
も
重
要
な
神
話

と
い
え
る
。

　

本
稿
で
は
、『
日
本
の
神
話
一　

く
に
の
は
じ
ま
り
』（
以
下
、
あ
か
ね
書
房
版
（、『
黄
泉
の
く
に
』（
以
下
、
ポ
プ
ラ
社
版
（、『
日
本

の
神
話
古
事
記
え
ほ
ん
一　

国
生
み
の
は
な
し
～
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
～
』（
以
下
、
小
学
館
版
（
の
三
冊
を
対
象
に
、
黄
泉
国
神
話

を
考
察
す
る
。

　

あ
か
ね
書
房
版
は
舟
崎
克
彦
が
本
文
、
赤
羽
末
吉
が
絵
を
担
当
す
る
、
一
九
九
五
（
平
成
七
（
年
の
出
版
（
一
九
八
七
年
に
ト
モ
企
画

で
刊
行
さ
れ
た
物
の
再
版
（
で
あ
り
、
平
成
初
期
（
な
い
し
昭
和
期
末
（
に
刊
行
さ
れ
た
絵
本
で
あ
る
。
日
本
の
神
話
と
し
て
『
古
事
記
』

上
巻
を
絵
本
化
し
た
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
で
あ
り
、「
数
度
の
現
地
取
材
と
資
料
調
査
を
踏
ま
え
、
考
証
を
尽
し
た
う
え
で
、
は
ば
た
く
想

像
力
に
よ
っ
て
描
い
た
本
格
的
な
日
本
の
神
話
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る（

４
（。

こ
の
巻
で
は
天
地
初
発
か
ら
禊
ぎ
ま
で
の
内
容
が
描
か
れ
て�
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お
り
、
そ
の
対
象
年
齢
は
五
歳
か
ら
と
し
て
い
る（

５
（。

　

ポ
プ
ラ
社
版
は
二
〇
〇
三
（
平
成
十
五
（
年
の
出
版
で
あ
り
、
平
成
十
年
代
に
刊
行
さ
れ
た
絵
本
で
あ
る
。「
日
本
の
物
語
」
シ
リ
ー

ズ
の
一
冊
で
対
象
年
齢
を
六
歳
と
す
る
が（

６
（、

こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
「
時
代
を
越
え
て
愛
さ
れ
親
し
ま
れ
て
き
た
日
本
の
代
表
的
な
物
語
を
す

ぐ
れ
た
文
と
絵
に
よ
っ
て
現
代
に
よ
み
が
え
ら
せ
、
子
ど
も
は
も
と
よ
り
お
と
な
に
も
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
シ
リ
ー
ズ
」
と
紹
介
さ
れ
て
い

る
よ
う
に（

（
（

、
児
童
だ
け
で
は
な
く
幅
広
い
年
齢
層
に
向
け
て
作
ら
れ
た
本
で
あ
る
。
こ
の
巻
は
児
童
文
学
作
家
の
西
本
鶏
介
が
監
修
、
谷

真
介
が
本
文
、
赤
坂
三
好
が
絵
を
担
当
し
て
お
り
、
内
容
は
『
古
事
記
』
の
天
地
初
発
か
ら
禊
ぎ
神
話
を
描
い
て
い
る
。

　

小
学
館
版
は
二
〇
一
六
（
平
成
二
十
八
（
年
の
出
版
で
、
平
成
二
十
年
代
の
刊
行
で
あ
る
。
絵
本
の
カ
バ
ー
裏
に
は
、「
語
り
つ
が
れ

て
き
た
日
本
の
神
話
「
古
事
記
」
絵
本
の
決
定
版
！
」
と
紹
介
さ
れ
て
お
り
、『
古
事
記
』
の
大
国
主
神
の
国
作
り
ま
で
を
絵
本
と
す
る

シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
で
あ
る
。『
古
事
記
』
研
究
者
で
『
口
語
訳　

古
事
記
』
の
著
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
三
浦
佑
之
が
監
修
、
荻
原
規
子

が
本
文
、
斎
藤
隆
夫
が
絵
を
担
当
し
、
第
一
巻
は
、
天
地
初
発
か
ら
禊
ぎ
ま
で
の
神
話
を
描
い
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
黄
泉
国
神
話
を
含
む
天
地
初
発
か
ら
禊
ぎ
ま
で
の
内
容
を
記
す
も
の
で
あ
り
、
平
成
期
に
刊
行
さ
れ
た
子

ど
も
向
け
の
絵
本
で
、
か
つ
シ
リ
ー
ズ
作
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
代
の
『
古
事
記
』
の
絵
本
化
を
探
る
こ
と
に
適
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
な
お
、
本
稿
は
絵
本
の
優
劣
を
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
明
記
し
て
お
く
。

　

さ
て
、『
古
事
記
』
の
記
述
で
は
黄
泉
国
そ
の
も
の
を
は
じ
め
と
し
て
解
釈
の
余
地
が
多
い
箇
所
が
多
く
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
諸

説
で
も
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
各
絵
本
で
黄
泉
国
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
、
絵
本
化
の
特

徴
を
み
て
い
き
た
い
。
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一
、
黄
泉
国
に
つ
い
て
の
検
討

　

当
該
神
話
の
舞
台
と
な
る
黄
泉
国
は
、
火
神
を
生
ん
だ
イ
ザ
ナ
ミ
が
神
避
っ
た
国
で
あ
る
。
神
話
の
最
後
に
、
葦
原
中
国
（
地
上
世
界
（

に
つ
な
が
る
黄
泉
比
良
坂
に
つ
い
て
「
故
、
其
の
所
謂
る
黄
泉
ひ
ら
坂
は
、
今
、
出
雲
国
の
伊
賦
夜
坂
と
謂
ふ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
出

雲
国
に
つ
な
が
り
の
あ
る
国
と
は
捉
え
ら
れ
る
が
、
ど
こ
に
位
置
す
る
国
な
の
か
と
い
っ
た
黄
泉
国
そ
の
も
の
に
関
す
る
情
報
は
『
古
事

記
』
で
は
描
写
が
な
い（

８
）。

　
　

�

是
に
、
其
の
妹
伊
耶
那
美
命
を
相
見
む
と
欲
ひ
て
、
黄
泉
国
に
追
ひ
往
き
き
。
爾
く
し
て
、
殿
よ
り
戸
を
牒
ぢ
て
出
で
向
へ
し
時
に
、

伊
耶
那
岐
命
の
語
り
て
詔
ひ
し
く
、
伊
耶
那
岐
命
の
語
り
て
詔
ひ
し
く
、「
愛
し
き
我
が
な
に
妹
の
命
、
吾
と
汝
と
作
れ
る
国
、
未

だ
作
り
竟
ら
ず
。
故
、
還
る
べ
し
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
爾
く
し
て
、
伊
耶
那
美
命
の
答
へ
て
白
さ
く
、「
悔
し
き
か
も
、
速
く
来

ね
ば
、
吾
は
黄
泉
戸
喫
を
為
つ
。
然
れ
ど
も
、
愛
し
き
我
が
な
せ
の
命
の
入
り
来
坐
せ
る
事
、
恐
き
が
故
に
、
還
ら
む
と
欲
ふ
。
且

つ
黄
泉
神
と
相
論
は
む
。
我
を
視
る
こ
と
莫
れ
」
と
、
如
此
白
し
て
、
其
の
殿
の
内
に
還
り
入
る
間
、
甚
久
し
く
し
て
、
待
つ
こ
と

難
し
。�

（
上
巻
・
黄
泉
の
国
（

　

右
の
よ
う
に
、『
古
事
記
』
で
は
、
イ
ザ
ナ
キ
が
イ
ザ
ナ
ミ
を
追
っ
て
黄
泉
国
に
赴
き
、
到
着
し
た
と
こ
ろ
か
ら
神
話
が
始
ま
り
、
再

会
し
た
二
神
が
御
殿
の
戸
を
挟
ん
で
言
葉
を
交
わ
し
合
う
。
傍
線
部
の
よ
う
に
、
追
っ
て
い
っ
た
と
あ
る
の
み
で
黄
泉
国
に
至
る
道
中
の

記
述
が
な
く
、
そ
の
国
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
は
『
古
事
記
』
本
文
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
黄
泉
国
の
位
置
に
関
し
て
、
漢
籍
の�

「
黄
泉
」
が
地
下
の
冥
界
を
指
す
こ
と
な
ど
か
ら
、
黄
泉
国
は
地
下
に
あ
る
世
界
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
近
年
で
は
山
中
他
界
と
結
び

つ
け
る
向
き
も
あ
り
、
舞
台
と
な
る
黄
泉
国
の
捉
え
方
に
は
諸
説
あ
る
。

　

ま
ず
、
黄
泉
国
の
位
置
を
各
絵
本
の
本
文
か
ら
確
認
す
る
と
、「
地
の
底
の
死
者
の
国
」（
あ
か
ね
書
房
版
（、「
ま
っ
く
ら
な
地
の
底
」
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に
あ
る
「
死
者
の
す
む
」
国
（
ポ
プ
ラ
社
版
（、「
死
者
の
行
く
」「
暗
い
地
下
の
国
」（
小

学
館
版
（
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
地
下
に
位
置
す
る
死
者
の
国
と
し
て
捉
え
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
三
冊
と
も
に
、
黄
泉
国
は
地
下
の
冥
界
と
い
う
位
置
づ
け
を
し
て
い
る

こ
と
が
窺
え
る
。

　

ま
た
、
先
掲
し
た
『
古
事
記
』
本
文
の
波
線
部
に
記
さ
れ
て
い
る
黄
泉
国
の
御
殿
と
そ

の
戸
に
つ
い
て
も
詳
細
な
記
述
は
な
く
、
絵
本
化
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
に
描
写
す
る
か

が
問
題
に
な
る
。
あ
か
ね
書
房
版
は
、
図
1
の
挿
絵
の
よ
う
に
、
洞
窟
の
中
に
黄
泉
が
あ

る
。
本
文
に
は
「
伊
邪
那
岐
は
お
そ
ろ
し
さ
も
わ
す
れ
て
く
だ
っ
て
ゆ
く
と
や
が
て
ひ
え

び
え
と
し
た
石
の
と
び
ら
に
た
ど
り
つ
い
た
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
イ
ザ
ナ
キ
は
石
の
扉

に
た
ど
り
着
き
、
そ
の
向
こ
う
側
に
い
る
イ
ザ
ナ
ミ
に
呼
び
か
け
て
い
る
。
同
書
の
折
り

込
み
付
録
に
よ
る
と
、
作
者
は
猪
目
洞
窟
の
取
材
旅
行
に
赴
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る（

９
）。

猪

目
洞
窟
は
黄
泉
国
と
関
係
す
る
場
所
で
あ
り
、『
出
雲
国
風
土
記
』
出
雲
郡
の
記
事
に
、

宇
賀
郷
の
北
西
に
「
窟
戸
」（
岩
窟
（
が
あ
り
、「
夢
に
此
処
の
磯
の
窟
の
辺
に
至
ら
ば
必

ず
死
ぬ
。
故
れ
、
俗
人
、
古
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
黄
泉
の
坂
・
黄
泉
の
穴
と
号
く
」
と

記
さ
れ
て
お
り）

（1
（

、
こ
の
「
窟
戸
」
が
猪
目
洞
窟
に
比
定
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
こ
れ
ら
の
こ
と
を

考
慮
す
る
と
、
あ
か
ね
書
房
版
で
は
猪
目
洞
窟
を
参
考
に
、
黄
泉
国
へ
続
く
道
を
洞
窟
と

し
て
描
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
御
殿
を
描
か
ず
、
石
の
扉
を
葦
原

中
国
と
黄
泉
国
の
境
界
、
つ
ま
り
黄
泉
国
の
入
り
口
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。�

図 1　あかね書房版　挿絵
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『
古
事
記
全
註
釈
』
は
、
黄
泉
国
神
話
は
「
横
穴
式
古
墳
が
神
話
説
明
の
基
礎
」
に
あ
り
、
御
殿
の
戸
は
「
古
墳
の
入
り
口
を
鎖
し
た
蓋

石
に
基
づ
い
た
表
現
」
で
は
な
い
か
と
説
い
て
お
り）

（1
（

、
あ
か
ね
書
房
版
の
石
の
扉
は
、
横
穴
式
古
墳
の
入
り
口
を
鎖
す
蓋
石
の
印
象
と
合

致
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
か
ね
書
房
版
で
は
、
黄
泉
国
は
横
穴
式
古
墳
に
関
連
す
る
と
い
う
解
釈
に
基
づ
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る

と
い
え
る
。

　

次
に
ポ
プ
ラ
社
版
で
は
、
本
文
に
「
黄
泉
の
く
に
の
入
り
口
で
あ
る　

黄
泉
比
良
坂
の
ど
う
く
つ
」
を
下
る
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
黄
泉

国
へ
の
道
は
黄
泉
比
良
坂
の
洞
窟
と
さ
れ
る
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、『
古
事
記
』
本
文
に
は
黄
泉
比
良
坂
が
洞
窟
で
あ
る
と
い
う
記

述
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
ポ
プ
ラ
社
版
も
、『
出
雲
国
風
土
記
』
の
「
黄
泉
の
坂
」「
黄
泉
の
穴
」、
お
よ
び
そ
の
比
定
地
と
さ
れ
る
猪
目

洞
窟
と
の
関
係
な
ど
を
踏
ま
え
、
黄
泉
比
良
坂
を
洞
窟
と
し
て
捉
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
文
に
、
イ
ザ
ナ
キ
が
「
氷
の
よ
う
に
つ

め
た
い
石
の
引
き
戸
」
に
至
り
、
そ
れ
が
「
黄
泉
の
く
に
の
ご
て
ん
の
入
り
口
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
挿
絵
に
は
大
き
な
岩
の
よ
う
な
外

観
の
御
殿
に
戸
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
石
で
造
ら
れ
た
御
殿
・
戸
と
捉
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。『
古
事
記　

上
代
歌
謡
』
が
、

御
殿
の
戸
に
つ
い
て
「
古
墳
な
ら
ば
羨
道
の
入
口
を
と
ざ
す
石
の
戸
、
殯
な
ら
ば
喪
屋
の
入
口
の
戸
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に）

（1
（

、
御
殿

の
戸
を
石
製
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
ポ
プ
ラ
社
版
の
御
殿
・
戸
は
横
穴
式
古
墳
の
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
い
て
描
写
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

　

小
学
館
版
は
、
図
2
の
挿
絵
の
よ
う
に
、
大
き
な
岩
で
囲
ま
れ
た
坂
を
下
っ
た
と
こ
ろ
に
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
御
殿
が
描
か
れ
て
い
る
。
本

文
に
は
「
暗
い
地
下
の
国
へ
下
っ
て
い
き
ま
し
た
」
と
し
か
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
挿
絵
に
見
え
る
坂
を
下
っ
て
、
イ
ザ
ナ
キ
は
黄
泉
国

の
御
殿
に
た
ど
り
着
い
た
の
だ
ろ
う
。
監
修
者
の
三
浦
佑
之
に
よ
る
『
口
語
訳　

古
事
記
』
で
は
「
黄
泉
の
国
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
横
穴
式

の
古
墳
に
お
け
る
玄
室
（
死
者
を
収
め
た
棺
を
安
置
す
る
空
間
（
と
羨
道
（
玄
室
に
入
る
通
路
（
か
ら
発
想
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
か

ろ
う
。
ま
た
、
死
後
の
儀
礼
を
行
う
殯
宮
（
喪
屋
（
で
の
さ
ま
も
反
映
し
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
の
指
摘
が
あ
る）

（1
（

。
小
学
館
版
の
坂
は
羨

道
の
イ
メ
ー
ジ
を
踏
ま
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
黄
泉
国
の
御
殿
に
つ
い
て
は
本
文
に
は
「
イ
ザ
ナ
ミ
が
住
む
ご
て
ん
」
と�
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記
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
戸
を
含
め
て
そ
れ
ら
の
材
質
が
何
か
は
記
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
挿
絵
で
は
イ
ザ
ナ
ミ
の
御
殿
は
石
製
で
は
な
く
、
木
で
建
て
ら
れ

た
御
殿
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
戸
に
つ
い
て
も
、
挿
絵
か
ら
は
御
殿
と
同
様

に
木
製
の
戸
と
捉
え
ら
れ
る
。
先
の
『
古
事
記　

上
代
歌
謡
』
の
指
摘
を
踏
ま
え

る
と
、
も
し
、
御
殿
・
戸
に
つ
い
て
横
穴
式
古
墳
を
も
と
に
し
て
い
る
な
ら
、
石

製
の
御
殿
・
戸
と
し
て
描
写
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
黄
泉
国

の
御
殿
・
戸
は
殯
宮
（
喪
屋
（
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
の
描
写
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
黄
泉
国
の
位
置
は
各
絵
本
と
も
に
地
下
と
す
る
が
、
黄
泉
国

の
御
殿
・
戸
に
つ
い
て
は
描
写
が
異
な
る
。
あ
か
ね
書
房
版
で
は
、『
出
雲
国
風
土
記
』

の
記
述
や
猪
目
洞
窟
を
参
考
に
洞
窟
を
通
っ
て
黄
泉
国
へ
赴
き
、
石
の
扉
に
至
る
。

こ
れ
は
、
横
穴
式
古
墳
の
入
り
口
を
鎖
す
蓋
石
の
印
象
と
合
致
し
て
お
り
、
黄
泉

国
は
横
穴
式
古
墳
に
関
連
す
る
と
い
う
解
釈
に
基
づ
い
て
い
る
。
ポ
プ
ラ
社
版
も

洞
窟
を
通
っ
て
黄
泉
国
へ
赴
く
が
、
石
製
の
御
殿
・
戸
に
た
ど
り
着
く
と
さ
れ
て

い
る
。
横
穴
式
古
墳
の
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
き
、
黄
泉
国
の
御
殿
・
戸
を
描
写
し
て

い
る
と
い
え
る
。
小
学
館
版
は
、
大
き
な
岩
で
囲
ま
れ
た
坂
を
下
り
、
御
殿
に
た

ど
り
着
く
が
、
殯
宮
（
喪
屋
（
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
の
描
写
と
考
え
ら
れ
る
。

図 2　小学館版　挿絵
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二
、
黄
泉
国
の
住
人
に
つ
い
て
の
検
討

　
『
古
事
記
』
に
お
い
て
、
神
避
っ
た
イ
ザ
ナ
ミ
は
黄
泉
戸
喫
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
黄
泉
国
に
所
属
す
る
神
と
な
る
。
そ
の
際
、
イ
ザ

ナ
ミ
の
姿
は
異
形
の
も
の
に
変
質
し
て
い
る
。
こ
の
イ
ザ
ナ
ミ
の
姿
を
見
て
恐
れ
た
こ
と
が
、
イ
ザ
ナ
キ
の
逃
走
の
契
機
と
な
る
た
め
、

こ
れ
は
黄
泉
国
神
話
の
展
開
を
導
く
重
要
な
要
素
で
あ
る
。『
古
事
記
』
本
文
に
は
、

　
　

�

う
じ
た
か
れ
こ
ろ
ろ
き
て
、
頭
に
は
大
雷
居
り
、
胸
に
は
火
雷
居
り
、
腹
に
は
黒
雷
居
り
、
陰
に
は
析
雷
居
り
、
左
の
手
に
は
若
雷

居
り
、
右
の
手
に
は
土
雷
居
り
、
左
の
足
に
は
鳴
雷
居
り
、
右
の
足
に
は
伏
雷
居
り
、
并
せ
て
八
く
さ
の
雷
の
神
、
成
り
居
り
き
。

（
上
巻
・
黄
泉
の
国
（

と
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
体
に
蛆
虫
が
集
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
こ
ろ
ろ
き
て
」
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
蛆
虫
が
こ
ろ

こ
ろ
し
た
音
を
立
て
る
意
と
解
す
る
説）

（1
（

、
蛆
虫
が
ワ
ァ
ー
ン
と
む
せ
び
鳴
く
さ
ま
を
表
す
と
い
う
説）

（1
（

、
こ
ろ
こ
ろ
転
が
り
蠢
く
と
す
る
説
な

ど
が
あ
る）

（1
（

。
黄
泉
国
の
イ
ザ
ナ
ミ
の
姿
は「
う
じ
た
か
れ
こ
ろ
ろ
き
て
」と
い
う
一
文
を
ど
う
解
釈
す
る
か
に
よ
り
、表
現
が
変
わ
っ
て
く
る
。

　

右
の
点
に
つ
い
て
、
各
絵
本
の
本
文
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
（
あ
か
ね
書
房
版
（�

と
も
し
び
の
中
に
生
前
と
は
に
て
も
に
つ
か
ぬ
死
ん
で
く
さ
り
は
て
た
伊
邪
那
美
が
体
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
生
み

お
と
し
た
雷
神
に
ま
も
ら
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

　
　
（
ポ
プ
ラ
社
版
（　

�

く
さ
り
か
け
て
い
る
か
ら
だ
に
は
、
た
く
さ
ん
の
虫
が
わ
い
て
、
う
ご
め
い
て
い
ま
し
た
。
頭
や
胸
、
お
な
か

な
ど
に
は
、
死
ん
だ　

イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
の
か
ら
だ
か
ら
う
ま
れ
た
八
人
の
ぶ
き
み
な
、
み
に
く
い
顔
を
し
た

雷
神
た
ち
が
、
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
ま
す
。
な
に
が
う
れ
し
い
の
か
、
足
か
ら
う
ま
れ
た
雷
神
は
、
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ

ん　

は
ね
て
い
ま
し
た
。
目
を
お
お
い
た
く
な
る
よ
う
な
、
光
景
で
す
。
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（
小
学
館
版
（　　

�

く
し
の
火
が
照
ら
し
出
し
た
の
は
、
う
じ
虫
が
全
身
に
た
か
り
、

む
ら
が
っ
て
う
ご
め
く
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
死
体
で
し
た
。
く
さ
っ

た
頭
、
手
足
、
む
ね
や
は
ら
か
ら
、
す
さ
ま
じ
い
雷
の
神
が
み

が
生
ま
れ
出
て
い
ま
す
。
な
ん
と
い
う
変
わ
り
は
て
た
す
が
た

で
し
ょ
う
。

　

あ
か
ね
書
房
版
の
本
文
で
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
を
「
生
前
と
は
に
て
も
に
つ
か
ぬ
死
ん
で

く
さ
り
は
て
た
」
姿
と
、
腐
乱
死
体
で
あ
る
こ
と
を
記
す
の
み
で
あ
る
。
挿
絵
で
も
、

図
3
の
よ
う
に
、イ
ザ
ナ
ミ
の
全
身
は
黒
ず
み
、横
た
わ
っ
て
い
る
姿
で
描
か
れ
て
お
り
、

蛆
虫
が
描
か
れ
て
い
る
か
は
判
然
と
し
な
い）

（1
（

。『
古
事
記
』
本
文
で
は
、
蛆
虫
が
集
る
様

子
か
ら
イ
ザ
ナ
ミ
の
体
の
状
態
（
腐
敗
（
を
連
想
さ
せ
る
が
、
あ
か
ね
書
房
版
は
イ
ザ

ナ
ミ
の
体
が
腐
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
重
き
を
置
い
て
表
現
し
て
い
る
。

　

ポ
プ
ラ
社
版
で
は
、
本
文
に
死
ん
だ
イ
ザ
ナ
ミ
の
様
子
は
「
く
さ
り
か
け
て
い
る
か

ら
だ
」
と
あ
り
、
そ
の
体
に
は
「
た
く
さ
ん
の
虫
が
わ
い
て
、
う
ご
め
い
て
」
い
る
と

も
記
さ
れ
て
い
る
。
挿
絵
で
は
、
そ
の
顔
は
青
白
く
通
常
の
肌
色
を
し
て
お
ら
ず
、
ぼ

ろ
ぼ
ろ
の
衣
服
を
纏
っ
て
横
た
わ
っ
た
姿
で
描
か
れ
て
お
り
、
腐
乱
し
た
姿
が
描
写
さ

れ
る
。
多
く
の
虫
が
蠢
く
と
す
る
た
め
、
ポ
プ
ラ
社
版
は
「
う
じ
た
か
れ
こ
ろ
ろ
き
て
」

の
「
こ
ろ
ろ
く
」
を
蠢
く
意
と
解
し
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
体
を
腐
り
か
け
の
体
と
し
て
表
現

し
て
い
る
。

図 3　あかね書房版　挿絵
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小
学
館
版
で
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
「
う
じ
虫
が
全
身
に
た
か
り
、
む
ら
が
っ
て
う
ご
め
く
」
死
体
と
本
文
に
記
さ
れ
て
お
り
、「
う
じ
た

か
れ
こ
ろ
ろ
き
て
」
を
蛆
虫
が
蠢
く
と
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
体
に
つ
い
て
は
、
本
文
に
「
く
さ
っ
た
頭
、
手
足
、
む
ね
や
は
ら
」

と
全
身
が
腐
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、挿
絵
で
は
、
図
4
の
よ
う
に
、落
ち
く
ぼ
ん
だ
イ
ザ
ナ
ミ
の
顔
や
手
足
は
に
は
青
く
な
っ

て
い
る
部
分
が
見
ら
れ
、
体
に
蛆
虫
が
集
っ
て
い
る
イ
ザ
ナ
ミ
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
小
学
館
版
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
体
に

蛆
が
集
り
蠢
い
て
い
る
と
解
釈
し
、
そ
の
体
は
腐
っ
た
死
体
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
黄
泉
国
の
イ
ザ
ナ
ミ
に
つ
い
て
は
、
各
絵
本
と
も
に
死
者
（
死
体
（
で
あ
る
こ
と
が
根
底
に
あ
り
、
腐
乱
す
る
体
で

あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。

　

さ
て
、『
古
事
記
』
本
文
に
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
体
の
八
箇
所
に
雷
神
が
居
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
雷
神
は
、
後
に
逃
走
す
る
イ
ザ

ナ
キ
の
追
っ
手
と
し
て
も
登
場
す
る
神
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
「
雷
」
の
字
か
ら
雷
の
神
と
し
て
解
釈
す
る
説
が
あ

る
一
方
、『
古
事
記
注
釈
』
の
よ
う
に
「
恐
る
べ
き
魔
も
の
」
と
捉
え
、
そ
の
姿
は
「
カ
ミ
ナ
リ
で
あ
る
よ
り
は
鬼
形
の
も
の
と
見
え
る
」

と
み
る
説
も
あ
り）

（1
（

、
雷
神
の
意
味
や
姿
に
つ
い
て
異
な
る
解
釈
が
さ
れ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
の
絵
本
で
も
、
雷
神
は
イ
ザ
ナ
ミ
の
体
か
ら
誕
生
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が）

11
（

、
描
き
方
に
つ
い
て
は
差
異
が
あ
る
。
図
3
で
み

た
よ
う
に
、
あ
か
ね
書
房
版
の
挿
絵
に
は
、
雷
神
の
頭
に
は
角
が
生
え
、
赤
い
体
に
縞
模
様
の
腰
布
の
み
を
身
に
纏
っ
て
い
る
鬼
の
姿
で

描
か
れ
て
い
る
。
絵
本
の
折
り
込
み
付
録
に
は
「
伊
邪
那
岐
が
鬼
に
向
っ
て
桃
を
投
げ
る
場
面
が
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る）

1（
（

。
後
に
確
認

す
る
よ
う
に
、
桃
を
投
げ
ら
れ
る
の
は
雷
神
で
あ
る
か
ら
、
作
者
は
雷
神
＝
鬼
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
先
の
『
古
事
記
注
釈
』
の
指
摘
と

合
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
あ
か
ね
書
房
版
の
本
文
に
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
こ
の
雷
神
に
よ
っ
て
「
ま
も
ら
れ
て
い
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

雷
神
は
イ
ザ
ナ
ミ
の
守
護
者
的
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
雷
神
は
イ
ザ
ナ
ミ
を
守
護
す
る
鬼
と
い

う
解
釈
に
な
ろ
う
。
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ポ
プ
ラ
社
版
で
は
、
本
文
に
お
い
て
雷
神
の
顔
は
「
ぶ
き
み
な
、
み
に
く
い
顔
」
と
形
容
さ
れ
、
挿
絵
に
は
逆
立
っ
た
髪
に
赤
い
肌
、

尖
っ
た
鼻
・
耳
に
鋭
い
歯
を
も
ち
、虎
柄
の
腰
布
の
み
を
纏
う
鬼
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。『
古
事
記
注
釈
』
の
「
鬼
形
の
も
の
と
見
え
る
」

と
い
う
解
釈
と
重
な
る
た
め
、
雷
の
神
と
い
う
よ
り
は
魔
物
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
理
解
し
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
足
か
ら
う
ま
れ
た

雷
神
」
が
跳
ね
回
り
、「
目
を
お
お
い
た
く
な
る
よ
う
な
、
光
景
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
雷
神
の
醜
さ
に
焦
点
が
当
て
ら
れ

て
い
る
と
い
え
る
。

　

小
学
館
版
で
は
、
図
4
の
よ
う
に
、
雷
神
は
ア
フ
ロ
ヘ
ア
ー
で
大
き
な
鼻
に
鋭
い
歯
、

赤
や
青
、
黒
の
肌
を
も
つ
異
形
で
あ
り
、
雷
雲
を
纏
っ
た
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の

雷
神
に
つ
い
て
、
本
文
に
は
「
す
さ
ま
じ
い
雷
の
神
が
み
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
小
学

館
版
の
巻
末
に
あ
る
用
語
解
説
に
、
雷
神
は
「
人
を
お
そ
れ
さ
せ
る
力
を
も
つ
も
の
。

魔
物
の
一
種
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
た
め）

11
（

、
こ
こ
で
は
他
者
を
恐
怖
さ
せ
る
力
を
も
つ

凄
ま
じ
い
雷
の
神
で
あ
り
魔
物
と
捉
え
、
そ
の
強
さ
を
重
視
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
雷
神
に
つ
い
て
は
、
あ
か
ね
書
房
版
は
イ
ザ
ナ
ミ
を
守
護
す
る
鬼
、

ポ
プ
ラ
社
版
は
容
姿
の
醜
い
鬼
、
小
学
館
版
で
は
凄
ま
じ
い
力
を
持
つ
雷
神
で
あ
り
魔

物
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
黄
泉
国
の
住
人
と
し
て
、
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
も
神
話
に
登
場
す
る
。
こ
の
ヨ
モ
ツ

シ
コ
メ
は
「
死
の
穢
れ
の
擬
人
化
」
と
解
釈
さ
れ）

11
（

、
追
っ
手
と
し
て
イ
ザ
ナ
キ
を
追
い

か
け
る
。
平
安
期
編
纂
の
『
和
名
類
聚
抄
』
で
は
、
す
で
に
「
醜
女

志
古

米

、
或
説
黄
泉
之

鬼
也
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鬼
と
し
て
捉
え
る
見
方
が
あ
り）

11
（

、
ま
た
ヨ
モ
ツ�

図 4　小学館版　挿絵



84

シ
コ
メ
の
「
シ
コ
」
を
「
醜
さ
」
と
捉
え
る
か）

11
（

、「
頑
強
さ
」
と
捉
え
る
か）

11
（

、
名
の
解
釈
も
分
か
れ
て
い
る
。

　

各
絵
本
の
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、
あ
か
ね
書
房
版
の
本
文
に
は
「
手
下
の
女
鬼
」
や
「
い
や
し
い
鬼
」
と
記
さ
れ
、

挿
絵
で
は
頭
に
角
が
生
え
、
赤
い
体
に
白
い
腰
布
の
み
を
身
に
纏
う
鬼
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
あ
か
ね
書
房
版
は
『
和
名
類
聚
抄
』
の

指
摘
と
合
致
し
て
お
り
、
古
来
か
ら
の
解
釈
を
引
き
継
い
で
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
を
黄
泉
国
の
鬼
と
し
て
描
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
ポ
プ
ラ
社
版
で
は
、
本
文
に
「
た
く
さ
ん
の
み
に
く
い
女
の
お
に
」
や
「
女
の
お
に
た
ち
」、「
死
者
の
く
に
の
お
に
た
ち
」
と
記

さ
れ
て
お
り
、
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
は
鬼
女
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
挿
絵
を
見
る
と
、
そ
の
頭
に
角
の
生
え
た
醜
い
顔
、
青
白
い
体
、
赤

と
白
の
縞
模
様
の
着
物
を
纏
っ
て
い
る
姿
で
あ
り
、
ポ
プ
ラ
社
版
も
『
和
名
類
聚
抄
』
の
指
摘
と
合
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
鬼
（
ヨ

モ
ツ
シ
コ
メ
（
が
「
み
に
く
い
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
た
め
、ポ
プ
ラ
社
版
は
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
の
「
シ
コ
」
を
「
醜
さ
」
と
捉
え
て
お
り
、

醜
さ
を
意
識
し
た
鬼
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
小
学
館
版
に
お
い
て
は
、
挿
絵
を
見
る
と
、
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
は
鋭
い
歯
を
も
ち
、
赤
い
体
を
白
い
腰
布
の
み
を
纏
う
異
様
な
姿

で
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
外
見
の
醜
い
存
在
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
文
に
は
、
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
を
「
強
く
お
そ
ろ
し
い

女
た
ち
」
と
記
し
て
い
る
。『
口
語
訳　

古
事
記
』
で
は
「
醜
女
と
は
醜
い
女
と
い
う
よ
り
、
パ
ワ
フ
ル
な
女
の
こ
と
」
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら）

11
（

、
こ
れ
は
「
シ
コ
」
の
意
を
「
頑
強
さ
」
と
捉
え
る
説
を
踏
ま
え
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
小
学
館
版
の
ヨ
モ

ツ
シ
コ
メ
は
、
力
強
さ
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。

　

右
の
よ
う
に
見
る
と
、
雷
神
や
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
と
い
っ
た
イ
ザ
ナ
キ
の
追
っ
手
に
つ
い
て
は
、
あ
か
ね
書
房
版
は
鬼
、
ポ
プ
ラ
社
版
は

容
姿
の
醜
さ
、
小
学
館
版
は
力
の
強
さ
と
い
う
点
に
焦
点
が
当
て
て
描
写
し
て
い
る
と
い
え
る
。
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三
、
イ
ザ
ナ
キ
の
逃
走
の
検
討

　

前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
恐
ろ
し
い
姿
に
変
質
し
て
お
り
、
イ
ザ
ナ
キ
は
そ
の
姿
を
み
て
逃
げ
帰
る
。
こ
の
箇
所
に
つ

い
て
は
、
後
の
昔
話
で
あ
る
三
枚
の
お
札
に
通
じ
、
呪
的
逃
走
譚
と
い
う
話
型
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。『
古
事
記
』
本
文
に
は
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　
　

�

是
に
、
伊
耶
那
岐
命
、
見
畏
み
て
逃
げ
還
る
時
に
、
其
の
妹
伊
耶
那
美
命
の
言
は
く
、「
吾
に
辱
を
見
し
め
つ
」
と
い
ひ
て
、
即
ち

予
母
都
志
許
売
を
遣
し
て
、
追
は
し
め
き
。
爾
く
し
て
、
伊
耶
那
岐
命
、
黒
き
御
縵
を
取
り
て
投
げ
棄
つ
る
に
、
乃
ち
蒲
子
生
り
き
。

是
を
撫
ひ
食
む
間
に
、逃
げ
行
き
き
。
猶
追
ひ
き
。
亦
、其
の
右
の
御
み
づ
ら
に
刺
せ
る
湯
津
々
間
櫛
を
引
き
闘
き
て
投
げ
棄
つ
る
に
、

乃
ち
笋
生
り
き
。
是
を
抜
き
食
む
間
に
、
逃
げ
行
き
き
。
且
、
後
に
は
、
其
の
八
く
さ
の
雷
の
神
に
、
千
五
百
の
黄
泉
軍
を
副
へ
て

追
は
し
め
き
。
爾
く
し
て
、
御
佩
か
し
せ
る
十
拳
の
剣
を
抜
き
て
、
後
手
に
ふ
き
つ
つ
、
逃
げ
来
つ
。
猶
追
ひ
き
。
黄
泉
ひ
ら
坂
の

坂
本
に
到
り
し
時
に
、
其
の
坂
本
に
在
る
桃
子
を
三
箇
取
り
て
待
ち
撃
ち
し
か
ば
、
悉
く
坂
を
返
り
き
。
爾
く
し
て
、
伊
耶
那
岐
命
、

桃
子
に
告
ら
さ
く
、「
汝
、
吾
を
助
け
し
が
如
く
、
葦
原
中
国
に
所
有
る
、
う
つ
し
き
青
人
草
の
、
苦
し
き
瀬
に
落
ち
患
へ
惚
む
時
に
、

助
く
べ
し
」
と
、
告
ら
し
、
名
を
賜
ひ
て
意
富
加
牟
豆
美
命
と
号
け
き
。�

（
上
巻
・
黄
泉
の
国
（

　

イ
ザ
ナ
キ
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
遣
わ
し
た
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
に
追
わ
れ
、
縵
・
櫛
な
ど
を
投
げ
棄
て
る
こ
と
で
「
蒲
子
」
や
「
笋
」
に
変
化

さ
せ
て
そ
の
追
跡
を
阻
む
。
た
だ
し
、
物
の
変
化
の
様
子
や
イ
ザ
ナ
キ
は
逃
げ
な
が
ら
ど
の
よ
う
に
投
げ
棄
て
た
の
か
は
記
さ
れ
て
お
ら

ず
、
絵
本
で
描
写
す
る
際
に
は
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
後
に
、
雷
神
と
黄
泉
軍
が
追
っ
手
と
し
て
差
し
向
け
ら
れ
、
イ
ザ
ナ
キ
は
剣

を
後
ろ
手
に
振
り
な
が
ら
逃
げ
、
黄
泉
比
良
坂
の
麓
に
た
ど
り
着
い
た
と
き
に
、
桃
の
実
を
用
い
て
追
っ
手
を
撃
退
す
る
。
そ
し
て
、
そ

の
桃
の
実
に
オ
オ
カ
ム
ヅ
ミ
と
名
付
け
る
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
剣
を
後
ろ
向
き
に
振
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
追
っ
て
く
る



86

雷
神
と
黄
泉
軍
を
逃
げ
な
が
ら
防
ぐ
た
め
に
剣
を
後
ろ
手
に
振
る
と
い
う
指
摘）

11
（

の
ほ
か
、
相
手
を
困
ら
せ
る
呪
術
と
い
う
指
摘
も
あ
る）

11
（

。

ま
た
、「
待
ち
撃
ち
」
を
『
日
本
書
紀
』
神
代
上
・
第
五
段
・
一
書
第
九
の
「
其
の
実
を
採
り
て
雷
に
擲
げ
た
ま
ひ
し
か
ば
、
雷
等
皆
退

き
走
げ
ぬ
」
と
い
う
記
述
を
考
慮
し
て
投
擲
行
為
と
捉
え
る
か
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』
が
「
後
で
桃
の
実
に
名
を
与
え

て
い
る
の
だ
か
ら
、
た
だ
の
物
体
と
は
違
う
。
投
げ
つ
け
た
り
す
る
物
で
は
な
く
、
桃
が
働
き
呪
力
を
発
揮
し
て
助
け
る
の
で
あ
る
」
と

指
摘
す
る
よ
う
に）

11
（

、
桃
の
呪
力
の
発
揮
の
表
現
と
捉
え
る
説
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ザ
ナ
キ
の
行
為
に
つ
い
て
は
解
釈
が
分
か
れ
て

お
り
、
絵
本
に
す
る
際
に
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
か
に
よ
っ
て
表
現
が
異
な
っ
て
こ
よ
う
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
あ
か
ね
書
房
版
本
文
は
、
次
の
よ
う
に
記
す
。〔
傍
線
は
筆
者
が
付
し
た
〕

　
　

�

伊
邪
那
岐
は
そ
れ
を
ふ
り
は
ら
う
た
め
に
髪
に
つ
け
て
い
た
つ
る
草
を
鬼
ど
も
に
む
か
っ
て
な
げ
つ
け
た
。
つ
る
草
は
ま
た
た
く
ま

に
道
に
お
い
し
げ
る
と
山
ぶ
ど
う
の
実
を
み
の
ら
せ
た
。
い
や
し
い
鬼
は
そ
れ
を
見
る
な
り
足
を
と
め
て
果
実
に
む
し
ゃ
ぶ
り
つ
い

た
。
だ
が
、
山
ぶ
ど
う
を
食
い
つ
く
す
と
鬼
た
ち
は
ま
た
も
追
い
す
が
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
伊
邪
那
岐
は
櫛
を
ぬ
く
と
そ
の
歯
を
引

き
折
っ
て
は
な
げ
つ
け
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
櫛
の
歯
は
地
面
に
お
ち
る
な
り
筍
に
す
が
た
を
か
え
た
。
鬼
た
ち
は
そ
れ
に
目
を
う

ば
わ
れ
る
と
役
目
も
わ
す
れ
て
く
ら
い
つ
く
の
で
あ
っ
た
（
中
略
）
伊
邪
那
岐
は
そ
の
時
、
や
っ
と
の
こ
と
で
死
者
の
国
の
出
入
口

―
黄
泉
比
良
坂
の
ふ
も
と
に
来
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
す
る
と
、
そ
こ
に
一
本
の
桃
の
木
が
は
え
て
い
る
。
思
わ
ず
そ
の
実
を
い
く
つ

か
も
ぎ
、
雷
神
め
が
け
て
な
げ
つ
け
る
と
、
雷
神
た
ち
は
お
そ
れ
を
な
し
て
ち
り
ぢ
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

縵
・
櫛
に
つ
い
て
は
、
イ
ザ
ナ
キ
の
縵
、
つ
ま
り
髪
に
つ
け
て
い
る
蔓
草
が
生
い
茂
り
、
山
葡
萄
の
実
を
つ
け
、
ま
た
、
櫛
の
歯
が
地

面
に
落
ち
た
と
き
に
筍
に
変
じ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
類
似
呪
術
に
基
づ
い
た
話
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に）

1（
（

、
縵
・
櫛
の
材
料
や�

形
状
、
ま
た
変
化
後
の
物
と
の
関
連
性
を
考
慮
し
、
物
の
変
化
の
様
子
を
記
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

　

イ
ザ
ナ
キ
の
行
為
を
見
る
と
、
あ
か
ね
書
房
版
の
本
文
に
は
、
縵
や
櫛
を
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
に
向
か
っ
て
「
な
げ
つ
け
」、
雷
神
と
千
五
百
人
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の
兵
（
黄
泉
軍
（
に
桃
の
実
を
「
な
げ
つ
け
」
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
古
事
記
』
本
文
で
は
、

前
者
は
「
投
げ
棄
つ
る
」、
後
者
は
「
待
ち
撃
ち
」
と
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
行
為
で
あ
る
が
、

あ
か
ね
書
房
版
で
は
同
様
の
投
擲
行
為
と
し
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
イ
ザ
ナ
キ

が
剣
を
後
ろ
向
き
に
振
り
な
が
ら
逃
げ
る
こ
と
、
お
よ
び
桃
の
実
に
オ
ホ
カ
ム
ヅ
ミ
と
名
づ
け
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
絵
本
の
本
文
に
記
述
が
な
い
。
な
お
、
あ
か
ね
書
房
版
の
挿
絵
を
見
る
と
、

図
5
の
よ
う
に
雷
神
と
千
五
百
人
の
兵
（
黄
泉
軍
（
の
追
跡
に
対
し
て
、
イ
ザ
ナ
キ
は
桃
の
実
を

取
っ
て
雷
神
に
投
げ
つ
け
て
撃
退
し
て
い
る
。『
古
事
記
』
で
は
「
桃
子
を
三
箇
取
り
て
」
と
桃

の
実
の
数
は
決
ま
っ
て
い
る
が
、
あ
か
ね
書
房
版
の
本
文
に
は
「
い
く
つ
か
」
と
記
さ
れ
、
挿
絵

で
は
五
つ
投
げ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。『
古
事
記
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
剣
や
名
づ
け

な
ど
の
他
の
行
為
の
省
略
や
桃
の
実
の
数
が
『
古
事
記
』
と
異
な
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
あ
か
ね
書

房
版
で
は
、
イ
ザ
ナ
キ
の
行
為
に
つ
い
て
は
追
っ
手
に
物
を
「
な
げ
つ
け
」
て
逃
げ
る
と
い
う
点

を
重
視
し
て
構
成
を
整
え
て
い
る
。

　

ポ
プ
ラ
社
版
で
は
、
同
じ
場
面
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。〔
傍
線
は
筆
者
が
付
し
た
〕

　
　

�　

イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は　

髪
を
お
さ
え
て
い
る　

つ
る
草
の
根
を
と
っ
て
、
な
げ

つ
け
ま
し
た
。
つ
る
草
の
根
は　

ば
ら
ば
ら
に
な
る
と
、
ま
た
た
く
ま
に　

野
ぶ

ど
う
の
つ
る
に
か
わ
り
、
た
く
さ
ん
の
実
が
な
り
ま
し
た
。
お
に
た
ち
は
お
な
か

を
す
か
し
て
い
た
の
か
、
そ
の　

野
ぶ
ど
う
の
実
を
も
ぎ
と
っ
て
、
が
つ
が
つ　

た
べ
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
の
す
き
に
、
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は　

に
げ
ま
し
た
が
、
野
ぶ
ど
う
の
実
を
た
べ
つ
く
す
と
、
お
に 図 5　あかね書房版　挿絵
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た
ち
は　

ま
た
、
き
み
の
わ
る
い
声
を
あ
げ
な
が
ら
、
お
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
ん
ど
は　

く
し
を
手
に
し
て
、
は
を　

一
本
一

本　

お
り
な
が
ら
、
な
げ
つ
け
ま
し
た
。
く
し
の
は
は　

地
面
に
お
ち
る
と
、
ま
た
た
く
ま
に　

た
け
の
こ
に
な
っ
て
、
に
ょ

き
に
ょ
き　

は
え
だ
し
ま
し
た
。
お
に
た
ち
は　

た
け
の
こ
を
ひ
き
ぬ
く
と
、
ま
た
、
が
つ
が
つ　

た
べ
は
じ
め
ま
し
た
（
中

略
（
ま
も
の
た
ち
は　

き
み
ょ
う
な
声
を
は
り
あ
げ
て
、
せ
な
か
や
頭
に
と
び
つ
き
、
足
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
き
ま
す
。
イ
ザ

ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は
、
腰
の
つ
る
ぎ
を
ぬ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
と
り
つ
き　

ま
と
わ
り
つ
い
て
く
る　

死
者
の
く
に
の
ま
も
の

た
ち
を
、
な
で
き
り　

ふ
り
は
ら
い
な
が
ら
、
や
っ
と
黄
泉
の
く
に
の
出
入
り
口
で
あ
る
、
黄
泉
比
良
坂
に
た
ど
り
つ
き
ま

し
た
。
ど
う
く
つ
の
入
り
口
に
、
大
き
な
実
が　

た
く
さ
ん
な
っ
て
い
る　

も
も
の
木
が
あ
り
ま
し
た
。
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ

ト
は
、
か
お
り
の
い
い　

そ
の
実
を
三
つ
す
ば
や
く
も
ぎ
と
る
と
、
お
っ
て
く
る
雷
神
や
ま
も
の
た
ち
に　

な
げ
つ
け
ま
し

た
。
す
る
と
、
雷
神
た
ち
は
、「
ゲ
、
ベ
ベ
ベ
ベ
ベ

―
」
と
、
お
び
え
る
よ
う
な
声
を
あ
げ
て
、
た
ち
ま
ち　

す
が
た
を
け
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は
、
ほ
お
っ
と　

い
き
を
は
い
て
か
ら
、
か
た
わ
ら
の　

も
も
の
木
に
い
い
ま
し
た
。�

「
お
ま
え
は
、
わ
た
し
を
す
く
っ
て
く
れ
た
。
あ
り
が
と
う
。
こ
れ
か
ら
も
、
わ
た
し
を
た
す
け
た
よ
う
に
、
く
る
し
い
め
に
あ
っ

て
い
る
ひ
と
た
ち
が
い
た
ら
、
そ
の
実
で
た
す
け
て
や
っ
て
お
く
れ
」
そ
う
い
っ
て
、
も
も
の
木
に
オ
オ
カ
ム
ズ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
と
い

う
名
を
つ
け
て
や
り
ま
し
た
。
邪
気
を
は
ら
う
霊
力
が
あ
る
神
と
い
う
意
味
で
す
。

　

ポ
プ
ラ
社
版
の
本
文
で
は
、
縵
を
蔓
草
の
根
と
捉
え
、
そ
れ
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
、
野
葡
萄
の
蔓
に
変
わ
っ
て
多
く
の
実
を
つ
け
、
櫛

の
歯
が
地
面
に
落
ち
た
と
き
に
筍
に
変
化
し
て
生
え
た
と
し
て
お
り
、
材
料
や
形
状
お
よ
び
変
化
後
の
物
と
の
関
係
か
ら
、
縵
や
櫛
の
変

化
の
様
子
が
記
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

イ
ザ
ナ
キ
の
行
為
に
つ
い
て
、
本
文
に
は
、
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
に
縵
や
櫛
の
「
な
げ
つ
け
」、
纏
わ
り
付
い
て
き
た
死
者
の
国
の
魔
物
を

「
な
で
き
り　

ふ
り
は
ら
い
」、
雷
神
等
に
桃
の
実
三
つ
を
「
な
げ
つ
け
」、
そ
し
て
、
そ
の
桃
に
「
名
を
つ
け
」
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、�
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『
古
事
記
』
が
記
す
イ
ザ
ナ
キ
の
行
為
を
全
て
描
写
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、「
投
げ
棄
つ
る
」「
待
ち
撃
ち
」
に
あ
た
る
縵
・
櫛
、
桃
の

実
に
つ
い
て
は
、
ポ
プ
ラ
社
版
も
追
っ
手
に
向
か
っ
て
に
「
な
げ
つ
け
る
」
行
為
と
さ
れ
て
お
り
、
同
様
の
投
擲
行
為
と
し
て
理
解
し
て

い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
剣
を
後
ろ
向
き
に
振
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
剣
で
追
っ
手
を
切
る
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
よ
り�

直
接
的
な
攻
撃
行
為
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
追
っ
手
撃
退
後
の
桃
へ
の
名
づ
け
に
つ
い
て
は
、
名
づ
け
た
オ
オ
カ
ム
ズ

ミ
の
名
義
を
「
邪
気
を
は
ら
う
霊
力
が
あ
る
神
」
と
神
名
の
解
釈
を
補
足
し
、
邪
鬼
を
祓
う
と
い
う
桃
の
呪
力
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
に
記

し
て
い
る
。
な
お
、『
古
事
記
』
本
文
で
は
桃
の
実
に
対
し
て
行
わ
れ
る
が
、
ポ
プ
ラ
社
版
の
本
文
に
は
桃
の
木
に
対
し
て
名
付
け
た
と

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
も
ぎ
取
っ
た
桃
の
実
を
投
げ
つ
け
た
と
捉
え
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
が
、
も
と
も
と
の
中
国
で
の
思
想
で
は
桃

の
木
が
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う）

11
（

。
そ
の
た
め
、
ポ
プ
ラ
社
版
も
、
イ
ザ
ナ
キ
の
「
投
げ
棄
つ
る
」
と
「
待
ち
撃
ち
」

を
「
な
げ
つ
け
る
」
行
為
と
捉
え
る
が
、『
古
事
記
』
に
記
さ
れ
る
他
の
行
為
も
描
い
て
い
る
。

　

小
学
館
版
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。〔
傍
線
は
筆
者
が
付
し
た
〕

　
　

�

イ
ザ
ナ
キ
は
、
頭
に
ま
い
て
髪
か
ざ
り
に
し
て
い
た
つ
る
草
を
は
ず
す
と
、
う
し
ろ
に
投
げ
す
て
ま
し
た
。
す
る
と
、
つ
る
草
は
た

ち
ま
ち
大
き
な
し
げ
み
に
変
わ
り
、
お
い
し
そ
う
な
山
ぶ
ど
う
が
ど
っ
さ
り
実
り
ま
し
た
。
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
は
こ
れ
を
見
の
が
せ

ず
、
ぶ
ど
う
の
実
を
つ
ん
で
食
べ
る
こ
と
に
夢
中
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
す
き
に
、
イ
ザ
ナ
キ
は
に
げ
の
び
ま
し
た
。
し
か
し
、
す

ぐ
に
ぶ
ど
う
を
食
べ
つ
く
し
た
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
は
、
ま
た
も
や
イ
ザ
ナ
キ
に
ぐ
ん
ぐ
ん
せ
ま
り
ま
す
。
あ
ぶ
な
く
な
っ
た
イ
ザ
ナ
キ

は
、
右
の
角
髪
の
く
し
を
ぬ
き
、
歯
を
折
っ
て
う
し
ろ
に
投
げ
す
て
ま
し
た
。
す
る
と
、
お
い
し
そ
う
な
竹
の
子
が
た
く
さ
ん
生
え

て
き
ま
し
た
。
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
は
こ
れ
を
見
の
が
せ
ず
、
竹
の
子
を
ぬ
き
取
っ
て
か
じ
り
つ
き
、
夢
中
に
な
り
ま
し
た
。
イ
ザ
ナ
キ

は
今
度
も
に
げ
の
び
ま
し
た
（
中
略
（
イ
ザ
ナ
キ
も
こ
し
の
つ
る
ぎ
を
ぬ
き
、う
し
ろ
手
に
ふ
り
ま
わ
し
な
が
ら
に
げ
つ
づ
け
ま
し
た
。�

そ
し
て
、
よ
う
や
く
、
地
上
と
の
さ
か
い
に
あ
る
、
黄
泉
つ
比
良
坂
の
ふ
も
と
に
た
ど
り
つ
き
ま
す
。
ふ
も
と
に
は
、
も
も
の
木
が
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生
え
て
い
ま
し
た
。
イ
ザ
ナ
キ
が
、
も
も
の
実
を
も
ぎ
取
っ
て
、
次
つ
ぎ
に
三
つ
投
げ
つ
け
る
と
、
追
っ
て
き
た
す
べ
て
の
者
が
、

た
ち
ま
ち
に
に
げ
も
ど
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
イ
ザ
ナ
キ
は
、
も
も
の
実
を
た
た
え
て
言
い
ま
し
た
。「
わ
た
し
を
助
け
て
く
れ
た

よ
う
に
、
地
上
の
人
び
と
が
苦
し
い
目
に
お
ち
い
っ
て
な
や
む
と
き
は
、
い
つ
で
も
お
ま
え
が
助
け
て
く
れ
。」
こ
の
も
も
に
は
、

特
別
に
オ
オ
カ
ム
ズ
ミ
と
名
を
あ
た
え
ま
し
た
。

　

小
学
館
版
の
本
文
に
は
、
縵
は
髪
飾
り
や
蔓
草
と
捉
え
、
そ
れ
が
大
き
な
繁
み
に

変
化
し
て
山
葡
萄
が
実
る
と
し
、
ま
た
櫛
（
あ
る
い
は
地
面
（
か
ら
は
筍
が
生
え
て

き
た
と
記
し
て
お
り
、
縵
・
櫛
の
材
料
や
形
状
を
考
え
て
物
の
変
化
の
様
子
を
表
現

し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
小
学
館
版
お
け
る
イ
ザ
ナ
キ
の
行
為
を
み
る
と
、
本
文
に
は
縵
や
櫛
は

「
う
し
ろ
に
投
げ
す
て
」、
剣
を
「
う
し
ろ
手
に
ふ
り
ま
わ
し
」、
桃
の
実
三
つ
を
「
投

げ
つ
け
」、
最
後
に
桃
に
「
名
を
あ
た
え
」
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
縵
や
櫛
は
後
ろ

に
投
げ
棄
て
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
に
向
か
っ
て
投
げ
つ
け
た
の
で

は
な
く
、
そ
の
進
路
上
に
投
棄
す
る
と
い
う
解
釈
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
剣
を
後
ろ

手
に
振
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
挿
絵
で
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
本
文
で
も
「
ふ
り
ま

わ
し
な
が
ら
に
げ
つ
づ
け
ま
し
た
」
と
あ
る
の
み
で
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
し
た
の
か

明
確
に
は
読
み
取
れ
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
口
語
訳　

古
事
記
』
に
「
後
ろ

手
で
何
か
を
す
る
の
は
、
呪
詛
な
ど
マ
ジ
カ
ル
な
所
作
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
場
合
は
、

追
い
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
敵
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
、
必
死
に
剣
を
振
り�

図 6　小学館版　挿絵
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な
が
ら
逃
げ
て
い
る
場
面
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
捉
え
た
も
の
だ
ろ
う）

11
（

。
桃
の
実
に
関
し
て
は
、
本
文
に
、
イ
ザ
ナ
キ
が
実
を
三

つ
投
げ
つ
け
た
と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、こ
れ
は
縵
や
櫛
を
投
げ
棄
て
る
の
と
は
別
の
行
為
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、

桃
に
対
す
る
名
づ
け
は
、
実
に
対
し
て
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
は
『
古
事
記
』
の
記
述
通
り
に
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
桃
の
実

の
投
擲
に
つ
い
て
は
、
図
6
の
挿
絵
の
よ
う
に
迫
り
来
る
追
っ
手
を
退
か
せ
て
お
り
、
先
に
述
べ
た
『
日
本
書
紀
』
神
代
上
・
第
五
段
・

一
書
第
九
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。『
古
事
記
』
の
記
述
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
解
釈
が
難
し
い
部
分
に
つ
い
て
は
『
日
本
書
紀
』
の

記
述
を
反
映
さ
せ
る
な
ど
し
て
理
解
し
や
す
く
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
縵
・
櫛
の
変
化
の
過
程
の
よ
う
に
、『
古
事
記
』
に
は
記
述
が
な
い
点
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
本
で
説
明
を�

補
い
、
読
み
手
の
理
解
を
促
す
配
慮
を
し
つ
つ
、
神
話
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。

　

ま
た
、
あ
か
ね
書
房
版
の
本
文
で
は
イ
ザ
ナ
キ
が
物
を
追
っ
手
に
投
げ
つ
け
て
逃
げ
る
と
い
う
展
開
に
整
理
し
て
描
写
し
、
ポ
プ
ラ
社

版
も
縵
・
櫛
、
桃
の
実
に
関
し
て
は
同
じ
よ
う
に
整
え
つ
つ
も
、
剣
や
桃
へ
の
名
付
け
な
ど
、『
古
事
記
』
本
文
に
記
さ
れ
る
行
為
を
全

て
描
写
し
て
い
る
。
小
学
館
版
の
本
文
で
は
、『
古
事
記
』
の
語
句
の
差
異
に
基
づ
い
て
異
な
る
行
為
と
解
釈
し
た
上
で
、
イ
ザ
ナ
キ
の

逃
走
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
絵
本
で
は
そ
れ
ら
の
本
文
に
基
づ
い
た
挿
絵
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
逃
走
の
様
子
を
解
釈
し

た
の
か
、
読
み
手
の
理
解
を
促
す
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、
黄
泉
国
と
そ
の
黄
泉
国
の
住
人
、
そ
し
て
イ
ザ
ナ
キ
の
逃
走
と
い
う
黄
泉
国
神
話
を
読
む
上
で
重
要
な
部
分
に
焦
点
を
当

て
、
三
冊
の
絵
本
が
描
く
神
話
の
解
釈
を
確
認
し
て
き
た
。
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黄
泉
国
は
、
三
冊
と
も
地
下
に
位
置
す
る
死
者
の
国
と
し
て
描
い
て
い
る
。
し
か
し
、
黄
泉
国
の
御
殿
・
戸
に
つ
い
て
は
描
写
が
異
な
っ

て
い
た
。
あ
か
ね
書
房
版
で
は
、『
出
雲
国
風
土
記
』
の
記
述
や
猪
目
洞
窟
を
参
考
に
、『
古
事
記
』
本
文
に
な
い
黄
泉
国
へ
の
通
り
道
を

洞
窟
と
し
、
石
の
扉
に
至
る
と
す
る
。
こ
の
扉
は
、
横
穴
式
古
墳
の
入
り
口
を
鎖
す
蓋
石
の
印
象
と
合
致
し
て
お
り
、
黄
泉
国
は
横
穴
式

古
墳
に
関
連
す
る
と
い
う
解
釈
に
基
づ
い
て
い
る
。
ポ
プ
ラ
社
版
も
洞
窟
を
通
っ
て
黄
泉
国
へ
赴
き
、
石
製
の
御
殿
・
戸
に
た
ど
り
着
く

と
あ
る
た
め
、
横
穴
式
古
墳
の
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
き
、
黄
泉
国
の
御
殿
・
戸
を
描
写
し
て
い
る
と
い
え
る
。
小
学
館
版
は
、
大
き
な
岩
で

囲
ま
れ
た
坂
を
下
り
、
御
殿
に
た
ど
り
着
く
が
、
こ
こ
で
は
御
殿
・
戸
が
石
製
で
は
な
い
た
め
、
殯
宮
（
喪
屋
（
を
も
と
に
描
写
し
た
と

見
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
黄
泉
国
の
イ
ザ
ナ
ミ
に
つ
い
て
は
、
各
絵
本
と
も
に
死
者
（
死
体
（
で
あ
る
こ
と
が
根
底
に
あ
り
、
腐
乱
す
る
体
で
あ
る
と

理
解
し
て
い
る
が
、
あ
か
ね
書
房
版
は
イ
ザ
ナ
ミ
の
体
が
腐
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
重
き
を
置
い
て
表
現
し
て
い
る
。
ポ
プ
ラ
社
版
は�

「
う
じ
た
か
れ
こ
ろ
ろ
き
て
」
を
多
く
の
虫
が
蠢
く
意
と
解
し
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
体
を
腐
り
か
け
の
体
と
表
現
し
て
い
る
。
小
学
館
版
は
、

イ
ザ
ナ
ミ
の
体
に
蛆
が
集
り
蠢
い
て
い
る
と
解
釈
し
、
そ
の
体
が
腐
っ
た
死
体
で
あ
る
と
捉
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
体
に
居
る
雷
神
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
絵
本
で
も
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
体
か
ら
誕
生
し
た
と
す
る
が
、
あ
か
ね
書
房

版
は
イ
ザ
ナ
ミ
を
守
護
す
る
鬼
と
し
、
ポ
プ
ラ
社
版
は
不
気
味
な
容
姿
の
鬼
で
そ
の
醜
さ
を
重
視
し
て
描
写
し
て
い
る
。
小
学
館
版
で
は

他
者
を
恐
怖
さ
せ
る
力
を
も
つ
凄
ま
じ
い
雷
の
神
で
あ
り
魔
物
と
捉
え
、
そ
の
強
さ
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ヨ
モ
ツ
シ
コ

メ
に
つ
い
て
は
、
あ
か
ね
書
房
版
は
鬼
女
、
ポ
プ
ラ
社
版
も
鬼
女
だ
が
醜
さ
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
小
学
館
版
は
強
く
恐
ろ
し
い
女
と

捉
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
雷
神
・
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
に
つ
い
て
は
、
あ
か
ね
書
房
版
は
鬼
、
ポ
プ
ラ
社
版
は
容
姿
の
醜
い
鬼
、
小
学
館
版

は
黄
泉
国
の
強
い
存
在
と
い
う
点
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
と
い
え
る
。

　

そ
し
て
、
イ
ザ
ナ
キ
の
逃
走
に
つ
い
て
は
、
三
冊
と
も
投
げ
た
物
の
変
化
の
様
子
を
記
し
た
り
と
、『
古
事
記
』
本
文
か
ら
は
読
み�
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取
れ
な
い
部
分
を
補
い
、
あ
か
ね
書
房
版
で
は
イ
ザ
ナ
キ
が
物
を
相
手
に
投
げ
つ
け
て
逃
走
す
る
と
い
う
構
成
に
整
え
、
イ
ザ
ナ
キ
の
逃

走
の
様
子
を
捉
え
や
す
く
表
現
し
て
い
る
。
ポ
プ
ラ
社
版
も
イ
ザ
ナ
キ
が
物
を
相
手
に
投
げ
つ
け
て
逃
走
す
る
と
い
う
よ
う
に
構
成
を
整

え
て
い
る
が
、『
古
事
記
』
の
記
述
に
あ
る
剣
や
桃
へ
の
名
付
け
な
ど
、『
古
事
記
』
本
文
の
流
れ
を
意
識
し
て
描
い
て
い
る
。
小
学
館
版

は
基
本
的
に
『
古
事
記
』
本
文
の
語
句
の
差
異
を
意
識
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
は
別
も
の
と
捉
え
た
上
で
描
写
し
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
あ
か
ね
書
房
版
は
、
境
界
と
し
て
分
か
り
や
す
い
石
の
扉
、
追
っ
手
の
鬼
、
そ
し
て
、
物
を
投
げ
つ
け
て
逃
走
す

る
と
い
う
よ
う
に
、
黄
泉
国
神
話
の
核
と
な
る
要
素
を
抜
き
出
し
、
神
話
を
分
か
り
や
す
く
構
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ポ
プ
ラ
社
版
は
、

追
っ
手
の
醜
い
鬼
や
、
物
を
投
げ
つ
け
て
逃
走
す
る
な
ど
、
神
話
を
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
整
え
て
い
る
一
方
、
御
殿
や
戸
、
剣
の
描
写

や
桃
の
名
付
け
な
ど
『
古
事
記
』
本
文
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
。
小
学
館
版
は
、
語
句
の
差
異
な
ど
『
古
事
記
』
の

記
述
を
意
識
し
、
理
解
し
づ
ら
い
箇
所
に
つ
い
て
は
他
文
献
な
ど
を
参
考
に
、
読
み
手
が
捉
え
や
す
く
な
る
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
各
絵
本
の
特
徴
は
、
内
容
の
読
み
や
す
さ
、『
古
事
記
』
本
文
と
の
合
致
な
ど
、
ど
の
点
に
比
重
を
置
く
か
に
よ
っ
て
、

そ
の
描
き
方
が
変
わ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、『
古
事
記
』
本
文
は
様
々
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
絵
本
化
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
他

文
献
や
先
行
研
究
を
踏
ま
え
る
な
ど
、
編
者
・
作
者
の
立
場
に
よ
っ
て
構
成
が
異
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
各
絵
本
の
特
徴
と
も

な
っ
て
い
る
。

　

前
提
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
絵
本
は
子
ど
も
向
け
に
『
古
事
記
』
の
神
話
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
い
ず
れ
も
が
読
み
手
の

理
解
を
促
す
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
小
学
校
で
の
神
話
・
伝
説
の
学
習
が
謳
わ
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
、
こ
れ

ら
の
絵
本
を
き
っ
か
け
と
し
て
『
古
事
記
』
の
神
話
を
学
ぶ
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
絵
本
も
ま
た
現
代
に
お
け
る�

『
古
事
記
』
受
容
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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