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昔話「貧乏神」攷─ 47 ─

緒
言

　

貧
乏
神
は
、
誰
も
が
知
る
神
格
で
あ
ろ
う
。
拙
稿
に
て
、
貧
乏
神
が
登

場
す
る
話
を
論
じ（

（
（

、貧
乏
神
の
図
像
の
変
遷
を
論
ず
る（

（
（

こ
と
が
あ
っ
た
が
、

い
ず
れ
も
文
献
に
記
載
さ
れ
た
も
の
を
基
と
し
て
い
た
。
だ
が
、
言
う
ま

で
も
な
く
、
貧
乏
神
の
跳
梁
跋
扈
す
る
の
は
文
献
の
み
で
は
な
い
。
津
々

浦
々
の
昔
話
に
お
い
て
も
蠢
い
て
い
る
。

　

で
は
、
各
地
の
昔
話
に
顕
現
す
る
貧
乏
神
は
、
ど
の
よ
う
な
話
型
に
あ

ら
わ
れ
、
何
を
示
す
の
だ
ろ
う
か
。
昔
話
は
こ
れ
ま
で
、
構
成
を
示
し
た

昔
話
「
貧
乏
神
」
攷

─
話
型
と
構
造
の
整
理
─

羽
鳥
佑
亮

タ
イ
プ
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
［
話
型
索
引
］
に
よ
っ
て
整
理
が
な
さ
れ
て
き

た
。
す
な
わ
ち
、
話
型
に
番
号
を
付
し
命
名
す
る
も
の
で
、
国
際
的
な
基

準
と
し
て
は
、
欧
米
で
編
ま
れ
た
Ａ
Ｔ
分
類
や
改
訂
し
た
Ａ
Ｔ
Ｕ
分
類
が

用
い
ら
れ
る
。
日
本
で
も
、
細
か
く
は
略
す
が
、
柳
田
國
男
氏
に
よ
る
『
日

本
昔
話
名
彙
』
に
お
け
る
分
類
を
は
じ
め
、
関
敬
吾
氏
に
よ
る
『
日
本
昔

話
集
成
』
に
お
け
る
分
類
や
、
こ
れ
を
改
訂
し
た
『
日
本
昔
話
大
成
』
に

お
け
る
分
類
、
稲
田
浩
二
氏
や
小
澤
俊
夫
氏
ら
に
よ
る
『
日
本
昔
話
通
観
』

に
お
け
る
分
類
な
ど
、
様
々
に
整
理
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
現

在
に
も
多
く
用
い
ら
れ
る
話
型
索
引
で
貧
乏
神
を
確
認
す
る
と
、
貧
乏
神

が
話
型
の
ひ
と
つ
の
要
素
に
過
ぎ
な
い
も
の
ま
で
「
貧
乏
神
」
と
冠
し
た
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話
型
と
整
理
し
た
り
、
各
々
で
構
成
に
差
異
が
あ
っ
た
り
と
、
問
題
が
多

い
。
既
存
の
話
型
整
理
が
、
今
日
に
お
い
て
は
古
め
か
し
く
な
り
つ
つ
あ

る
こ
と
も
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
昔
話
「
貧
乏
神
」
の
統

一
話
型
を
確
立
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

　

話
型
の
整
理
に
問
題
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
等
閑
視
さ
れ
て

き
た
が
た
め
に
、
貧
乏
神
に
言
及
す
る
も
の
は
、
概
説
書
、
乃
至
、
先
行

研
究
と
も
に
、
様
々
な
昔
話
を
、
見
境
な
く
十
把
一
か
ら
げ
に
用
い
る
こ

と
が
あ
り
、
論
ず
る
に
耐
え
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
仮
の
統
一
話
型
を

確
立
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
逸
れ
た
昔
話
を
切
り
捨
て
よ
う
と
す
る
も

の
で
は
な
い
。
貧
乏
神
の
あ
ら
わ
れ
る
昔
話
を
広
く
通
覧
し
、
ま
た
、
ひ

と
つ
の
昔
話
を
深
く
み
る
こ
と
は
確
か
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
方

で
、
話
型
を
考
慮
せ
ぬ
ま
ま
論
ず
る
の
は
あ
ま
り
に
粗
野
で
あ
る
。
闇
雲

に
あ
つ
め
た
昔
話
を
指
針
の
な
い
ま
ま
に
一
覧
表
と
し
、
あ
る
い
は
そ
の

反
対
に
、無
造
作
に
選
び
と
っ
た
わ
ず
か
な
昔
話
の
み
に
執
着
す
る
の
は
、

か
え
っ
て
今
後
の
論
考
の
妨
げ
と
な
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
昔
話
に
お
け
る
貧
乏
神
を
論
ず
る
た
め
の
基
礎
研

究
と
し
て
、
ひ
い
て
は
現
行
の
話
型
整
理
へ
の
提
言
と
し
て
、
昔
話
「
貧

乏
神
」
と
い
う
話
型
を
改
め
て
見
直
し
整
理
す
る
こ
と
で
、
構
造
に
ま
で

踏
み
こ
ん
で
い
く
。

一
　
先
行
研
究

　

昔
話
に
お
け
る
貧
乏
神
を
論
ず
る
も
の
の
う
ち
、
概
説
書
に
紹
介
さ
れ

る
程
度
の
も
の
や
、
論
文
の
一
部
に
参
考
と
し
て
言
及
さ
れ
る
に
過
ぎ
な

い
も
の
を
除
外
す
る
と
、
加
藤
ま
ど
か
氏
に
よ
る
論
考（

（
（

が
最
も
詳
細
で
あ

る
。「
貧
乏
神
伝
承
の
構
造
」
で
は
、
全
国
の
貧
乏
神
の
あ
ら
わ
れ
る
昔

話
を
博
捜
し
た
う
え
、
そ
れ
ら
の
昔
話
か
ら
Ａ
〜
Ｋ
と
い
う
要
素
を
抽
出

し
、
貧
乏
神
の
あ
ら
わ
れ
る
昔
話
は
こ
の
要
素
の
組
合
せ
と
す
る
。
こ
れ

を
引
用
す
る
と
、

…
…
以
上
の
こ
と
か
ら
こ
れ
ら
の
昔
話
は
、

Ａ
：
貧
し
い
状
態

Ｂ
：
貧
乏
神
が
と
り
つ
く

Ｃ
：
貧
乏
神
が
入
る

Ｄ
：
福
の
神
が
去
る

Ｅ
：
豊
か
さ
を
得
る
た
め
の
対
応

Ｆ
：
豊
か
さ
を
得
る
方
法
の
暗
示

＊
：
貧
乏
神
が
豊
か
さ
を
も
た
ら
す

Ｇ
：
豊
か
さ
の
獲
得
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Ｈ
：
貧
乏
神
が
去
る

Ｉ
：
福
の
神
が
入
る

Ｊ
：
貧
乏
神
の
福
の
神
化

Ｋ
：
貧
し
さ
と
豊
か
さ
の
選
択
肢
の
提
示

　

と
い
う
要
素
の
組
み
合
わ
せ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。
例
話
以
外
の
資
料
も
同
様
に
Ａ
〜
Ｋ
の
要
素
の
組
み
合
わ

せ
で
話
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

と
な
る
。
こ
れ
を
基
に
、
さ
ら
に
発
端
・
過
程
・
結
末
と
に
わ
け
た
表

に
お
い
て
一
九
の
類
型
を
提
示
し
、「
貧
乏
神
の
登
場
す
る
昔
話
の
構
成
、

分
類
か
ら
、
日
本
人
は
、
豊
か
さ
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
で
き
な
い
か

は
、
行
動
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
い
え
そ
う
で
あ
る
」
と
す
る
。

　

詳
細
な
分
析
で
あ
り
、
貧
乏
神
の
登
場
す
る
昔
話
の
全
体
か
ら
す
れ
ば

是
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
提
と
し
て
扱
う
昔
話
に
問
題
が
あ
ろ
う
。
取
り

あ
げ
る
昔
話
は
、
貧
乏
神
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
一
点
に
よ
り
ひ

と
く
く
り
に
論
ず
る
た
め
、
貧
乏
神
が
要
素
と
し
て
の
み
登
場
す
る
昔
話

を
用
い
る
分
析
や
、
孤
立
伝
承
話
を
一
般
化
し
て
の
分
析
で
あ
り
、
各
々

の
話
型
の
特
徴
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
詳
細
で
あ
る
が
た
め
に
、

か
え
っ
て
抽
出
し
た
要
素
に
基
準
の
よ
う
な
も
の
が
な
く
漠
然
と
し
、
不

必
要
な
要
素
ま
で
も
抽
出
し
て
い
る
さ
ま
が
う
か
が
え
、
重
複
し
た
整
理

も
あ
る
な
ど
、
難
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
を
も
っ
て
話
型

が
整
理
で
き
た
と
は
い
え
ず
、
結
論
の
依
る
と
こ
ろ
が
曖
昧
で
あ
る
。

二
　
タ
イ
プ
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
［
話
型
索
引
］
で
の
整
理

　

タ
イ
プ
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
［
話
型
索
引
］
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に

整
理
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
行
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
、『
日

本
昔
話
大
成
』、『
日
本
昔
話
通
観
』
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
貧
乏
神
の
語
彙
を

含
む
話
型
が
整
理
さ
れ
る
。
少
し
冗
長
に
な
る
が
、
貧
乏
神
の
あ
ら
わ
れ

る
昔
話
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
把
握
す
る
た
め
、
こ
れ
を
引
用
す
る
。

◎
『
日
本
昔
話
大
成
』「
昔
話
の
型（
4
）」

※ 

貧
乏
神
の
名
を
昔
話
の
名
称
に
冠
す
る
話
型
・
モ
チ
ー
フ
構
成
に
貧
乏

神
の
あ
ら
わ
れ
る
話
型
を
引
用
。

※
見
や
す
さ
を
考
慮
し
、
モ
チ
ー
フ
構
成
ご
と
に
改
行
。

・
本
格
昔
話

　

九　

大
歳
の
客
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二
〇
一
Ａ　

貧
乏
神
（cf.A

T
 

七
五
〇A

）

１
、
無
精
な
貧
乏
者
夫
婦
が
よ
そ
に
働
き
に
行
く
相
談
を
す
る
。

２
、
貧
乏
神
（
爺
・
小
人
）
が
一
緒
に
つ
い
て
行
く
準
備
を
す
る
。

３
、
夫
婦
は
出
稼
ぎ
を
や
め
て
働
く
よ
う
に
な
る
。

　

二
〇
一
Ｂ　

貧
乏
神
（cf.A

T
 

七
五
〇
）

１
、 

貧
乏
者
が（a
）金
持
ち
に
な
り
た
い
と
祈
願
す
る
。ま
た
は（b

）

な
げ
く
。

２
、 

神
（
貧
乏
神
）
が
あ
ら
わ
れ
て
、（a

）
金
を
積
ん
だ
馬
（
金
光

り
の
行
列
）・
銀
を
積
ん
だ
馬
（
銀
光
り
の
行
列
）・
銅
を
積
ん

だ
馬
（
銅
光
り
の
行
列
）、
ま
た
は
（b

）
殿
様
の
行
列
が
通

る
か
ら
、
第
一
の
も
の
に
飛
び
つ
け
と
教
え
る
。

３
、 （a

）
貧
乏
人
は
気
お
く
れ
し
て
第
三
の
も
の
に
飛
び
つ
く
と
、

（b

）
銅
を
つ
か
む
。（c

）
同
じ
貧
乏
神
。
ま
た
は
（d

）
三
回

試
み
る
が
銅
を
つ
か
む
。四
回
目
に
成
功
し
て
小
判
を
つ
か
む
。

・
笑
話

　

二　

誇
張
譚

四
七
一　

何
が
怖
い
（cf.A

T
 

五
六
六
、一
〇
〇
二
）

１
、 

博
打
う
ち
（
怠
け
者
・
彦
市
・
吉
五
）
が
天
狗
を
欺
い
て
、（a

）

さ
い
こ
ろ
（
穴
開
銭
・
笊
）
と
宝
物
（
扇
・
宝
瓢
・
隠
れ
蓑
笠
）

と
交
換
す
る
。
ま
た
は
（b

）
天
狗
（
化
け
物
・
茸
の
化
け
物
・

蛇
・
狐
・
貧
乏
神
・
猫
）
に
あ
い
、
そ
の
恐
れ
る
も
の
（
藪
・

鉄
砲
・
煙
草
の
脂
・
火
・
白
水
・
犬
・
味
噌
汁
・
茄
子
・
塩
水
・

松
脂
）
を
知
り
、
こ
れ
で
退
治
ま
た
は
苦
し
め
る
。

２
、 

天
狗
は
博
打
う
ち
の
い
や
な
も
の
（
金
・
大
判
小
判
・
米
・
牡

丹
餅
・
饅
頭
・
小
豆
餅
）
を
投
げ
つ
け
て
復
讐
す
る
。

３
、 

博
打
う
ち
は
そ
の
た
め
に
金
持
ち
に
な
る
。

◎
『
日
本
昔
話
通
観
第
二
八
巻
　
昔
話
タ
イ
プ
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス（

5
）』

※ 

貧
乏
神
の
名
を
昔
話
の
名
称
に
冠
す
る
話
型
・
モ
チ
ー
フ
構
成
に
貧
乏

神
の
あ
ら
わ
れ
る
話
型
を
引
用
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
貧
乏
神
の
あ
ら

わ
れ
な
い
「
九
六
七　

貧
乏
神
と
福
の
神
」
を
除
く
。

※ 

見
や
す
さ
を
考
慮
し
、
モ
チ
ー
フ
構
成
ご
と
に
改
行
。

　

五
八　
　

大
み
そ
か
の
金
馬

① 

貧
し
い
男
の
も
と
に
貧
乏
神
が
現
わ
れ
て
世
話
に
な
っ
た
お
礼
を

言
い
、
大
み
そ
か
の
夜
表
を
通
る
金
と
銀
と
銅
と
の
馬
に
乗
る
侍

の
、
ど
れ
で
も
突
き
倒
し
た
も
の
を
与
え
る
、
と
告
げ
る
。
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〔B（84.（,H
（（54.8,Z（（（

〕

② 

そ
の
夜
威
風
堂
々
と
金
の
馬
が
来
る
が
男
は
や
り
過
ご
し
、
つ
ぎ

の
銀
の
馬
も
や
り
過
ご
す
。〔W

（（（

〕

③ 

最
後
に
た
ど
た
ど
し
く
来
る
銅
の
馬
に
体
当
た
り
す
る
と
、
わ
ず

か
な
銅
銭
が
手
に
入
る
。

（
中
略
）

〈
注
〉
貧
乏
神
は
福
の
神
と
表
裏
一
体
的
な
存
在
で
、
こ
の
タ
イ
プ

で
も
、
貧
乏
を
も
た
ら
し
て
い
た
神
が
福
を
授
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

五
九
Ａ　

貧
乏
神
─
何
が
嫌
い
型

① 

貧
し
い
一
家
が
食
い
つ
め
て
夜
逃
げ
し
よ
う
と
す
る
と
、
小
さ
な

男
が
つ
い
て
く
る
し
た
く
を
し
て
い
る
。〔F48（.（,Z（（（,cf.

A
47（.0.（

〕

② 

一
家
が
あ
き
ら
め
て
留
ま
っ
て
働
く
と
、
貧
乏
神
は
嫌
い
な
こ
と

を
す
る
と
怒
り
、
が
ら
く
た
を
投
げ
つ
け
て
去
る
。〔N

（（4

〕

③ 

が
ら
く
た
は
お
金
に
変
じ
、
一
家
は
金
持
ち
に
な
る
。〔D

475.（, 
P（50

〕

（
中
略
）

〈
注
〉
貧
乏
神
が
福
の
神
を
伴
っ
て
行
動
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

五
九
Ｂ　

貧
乏
神
─
大
食
い
型

① 

貧
し
い
男
が
咳
を
す
る
と
小
さ
な
男
が
と
び
出
し
、
ろ
く
に
食
わ

せ
て
く
れ
な
い
か
ら
隣
の
金
持
ち
と
の
境
に
埋
め
て
く
れ
、
と
頼

む
。〔Z（（（,cf.A

47（.0.（

〕

② 

金
持
ち
が
屋
敷
を
広
げ
よ
う
と
境
を
掘
る
と
、
現
わ
れ
た
瓶
か
ら

出
た
小
さ
な
男
が
そ
の
口
に
と
び
こ
む
。〔P（50

〕

③ 

金
持
ち
は
小
さ
な
男
に
食
い
荒
ら
さ
れ
て
貧
し
く
な
り
、
貧
し
い

男
は
金
持
ち
に
な
る
。〔F496,N

（（4,Q
（7（

〕

（
中
略
）

〈
注
〉「
壺
の
鬼
」
参
照
。

　

六
六
一　

何
が
こ
わ
い

① 

男
が
、
女
に
化
け
た
狐
に
出
会
い
、
何
が
こ
わ
い
、
と
聞
か
れ
て
、

小
判
だ
、
と
答
え
る
と
、
女
は
、
私
は
犬
だ
、
と
言
う
。〔D

（（（.（, 
J（（（0

〕

② 

男
が
犬
を
女
に
け
し
か
け
る
と
、
女
は
狐
の
正
体
を
あ
ら
わ
し
て

逃
げ
る
。〔D

（（（.（,Z（（（

〕

③ 
狐
は
夜
男
の
家
に
小
判
を
投
げ
こ
み
、
男
は
金
持
ち
に
な
る
。

〔J（700,L（（（,P（50,Z（5（

〕

（
中
略
）
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〈
注
〉
⑴
狐
は
天
狗
・
大
蛇
・
貧
乏
神
・
キ
ジ
ム
ナ
ー
な
ど
に
置
き

変
え
ら
れ
る
。
⑵
「
た
の
き
ゅ
う
」「
宝
物
交
換
」
な
ど
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

引
用
し
た
、『
日
本
昔
話
大
成
』、『
日
本
昔
話
通
観
』
に
よ
る
整
理
は
、

重
複
す
る
も
の
、
乃
至
、「
大
成
」
に
の
み
整
理
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。

こ
の
段
階
で
既
に
統
一
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
日
本
昔
話
大
成
』、『
日

本
昔
話
通
観
』
で
の
整
理
を
引
用
し
た
の
み
で
は
わ
か
り
に
く
い
た
め
、

ま
ず
は
こ
れ
ら
が
対
応
す
る
よ
う
並
べ
整
理
す
る
。
す
る
と
、『
日
本
昔

話
大
成
』、『
日
本
昔
話
通
観
』
に
よ
る
整
理
は
、
次
の
よ
う
な
四
つ
の
話

型
を
示
す
と
い
え
る
。

話
型
〈
い
〉

・『
日
本
昔
話
大
成
』「
二
〇
一
Ａ　

貧
乏
神
」

・（『
日
本
昔
話
通
観
』「
五
九
Ａ　

貧
乏
神　

─
何
が
嫌
い
」）

話
型
〈
ろ
〉

・『
日
本
昔
話
大
成
』「
二
〇
一
Ｂ　

貧
乏
神
」

・『
日
本
昔
話
通
観
』「
五
八　

大
み
そ
か
の
金
馬
」

話
型
〈
は
〉

・『
日
本
昔
話
大
成
』「
四
七
一　

何
が
怖
い
」

・『
日
本
昔
話
通
観
』「
五
九
Ａ　

貧
乏
神　

─
何
が
嫌
い
」

・『
日
本
昔
話
通
観
』「
六
六
一　

何
が
こ
わ
い
」

話
型
〈
に
〉

・『
日
本
昔
話
通
観
』「
五
九
Ｂ　

貧
乏
神　

─
大
食
い
型
」

　

便
宜
上
、
話
型
〈
い
〉
〜
話
型
〈
に
〉
と
し
た
。
話
型
〈
い
〉
に
つ
い

て
は
、『
日
本
昔
話
大
成
』「
二
〇
一
Ａ　

貧
乏
神
」
を
基
準
と
す
れ
ば
、

確
か
に
該
当
す
る
昔
話
も
多
い
。
し
か
し
、
話
型
〈
ろ
〉
以
降
は
ほ
と
ん

ど
問
題
が
あ
る
。

　

話
型
〈
ろ
〉
は
、
管
見
に
は
貧
乏
神
が
登
場
し
な
い
方
が
多
い
昔
話
で

あ
り
、『
日
本
昔
話
大
成
』「
二
〇
一
Ｂ　

貧
乏
神
」
に
お
い
て
、
貧
乏
神

と
冠
す
る
ほ
ど
貧
乏
神
を
主
と
す
る
昔
話
と
は
思
え
な
い
。
さ
ら
に
、『
日

本
昔
話
通
観
』「
五
八　

大
み
そ
か
の
金
馬
」
に
お
い
て
、「〈
注
〉
貧
乏

神
は
福
の
神
と
表
裏
一
体
的
な
存
在
で
、
こ
の
タ
イ
プ
で
も
、
貧
乏
を
も

た
ら
し
て
い
た
神
が
福
を
授
け
る
こ
と
に
な
る
」
と
す
る
が
、
貧
乏
神
の

研
究
が
あ
ま
り
進
ま
ぬ
段
階
で
断
ず
る
の
は
不
審
で
あ
る
。

　

話
型
〈
は
〉
は
、『
日
本
昔
話
通
観
』「
五
九
Ａ
貧
乏
神　

─
何
が
嫌
い
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型
」
の
、
モ
チ
ー
フ
①
、
モ
チ
ー
フ
②
の
前
半
部
分
を
切
り
と
れ
ば
、
話

型
〈
い
〉
と
同
一
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
話
型
〈
い
〉
に
ま
で
「（『
日

本
昔
話
通
観
』「
五
九
Ａ
貧
乏
神　

─
何
が
嫌
い
型
」）」
と
記
し
た
が
、

二
重
の
整
理
で
あ
り
、
妥
当
と
は
い
え
な
い
。「〈
注
〉
貧
乏
神
が
福
の
神

を
伴
っ
て
行
動
す
る
こ
と
も
あ
る
」
は
孤
立
伝
承
話
の
モ
チ
ー
フ
の
ひ
と

つ
で
あ
り
、こ
こ
で
提
示
す
べ
き
で
な
く
、そ
も
そ
も
、『
日
本
昔
話
通
観
』

「
六
六
一　

何
が
こ
わ
い
」「
五
九
Ａ　

貧
乏
神　

何
が
嫌
い
型
」
は
、

前
者
に
話
型
〈
い
〉
の
付
属
の
有
無
と
、
要
素
が
異
な
る
の
み
で
あ
り
、

こ
こ
で
も
『
日
本
昔
話
通
観
』
内
の
み
で
二
重
の
整
理
で
あ
る
。

　

話
型
〈
に
〉
は
、『
日
本
昔
話
通
観
』
の
み
に
お
い
て
示
さ
れ
る
話
型

だ
が
、『
日
本
昔
話
通
観
』
に
載
る
合
致
す
る
昔
話
は
、
宮
城
県
登
米
郡

南
方
町
青
島
（
原
題
「
食
い
し
ん
坊（

6
（

」）
の
ほ
か
に
な
く
、
孤
立
す
る
ひ

と
つ
の
昔
話
の
み
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
類
話
が
な
い
に
も
関
わ
ら

ず
話
型
と
し
て
独
立
さ
せ
る
の
は
、
国
際
比
較
の
た
め
、
外
国
の
昔
話
と

の
対
応
を
重
要
視
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
が
、
日
本
の
昔
話
の
事
例
を
全

体
か
ら
見
れ
ば
、
あ
く
ま
で
例
外
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
、「
食
い
し
ん
坊
」

と
し
て
語
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
日
本
昔
話
大
成
』、『
日
本
昔
話
通
観
』
に
よ
る
話
型

整
理
に
は
難
が
多
く
、
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
新
た
に
、

昔
話「
貧
乏
神
」の
統
一
話
型
を
確
立
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

　

な
お
、
以
降
に
話
型
を
示
す
際
に
は
、
便
宜
上
の
、
話
型
〈
い
〉
〜
話

型〈
に
〉に
併
せ
、『
日
本
昔
話
大
成
』に
お
い
て
整
理
さ
れ
る
話
型
は『
日

本
昔
話
大
成
』「
番
号　

話
型
名
」、『
日
本
昔
話
通
観
』
に
お
い
て
整
理

さ
れ
る
話
型
は
『
日
本
昔
話
通
観
』「
番
号　

話
型
名
」、
私
に
用
い
る
話

型
は
、
昔
話
「
話
型
名
」
と
し
て
示
す
。

三
　
昔
話
「
貧
乏
神
　

−

〇
〇
型
」
話
型
整
理

　

話
型
の
整
理
を
行
う
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
先
に
『
日
本
昔
話
大
成
』

「
二
〇
一
Ａ　

貧
乏
神
」
に
該
当
す
る
、
話
型
〈
い
〉
に
合
致
す
る
昔
話

を
引
用
す
る
。

福
島
県
南
会
津
郡
舘
岩
村
貝
原
（
原
題
「
貧
乏
神
」）

ざ
っ
と
昔
が
あ
っ
た
と
。

〈
大
成
モ
チ
ー
フ
１
〉

貧
乏
で
〳
〵
家
に
い
ね
で
外
さ
行
っ
て
暮
ら
す
べ
ど

思
っ
て
考
え
や
っ
た
ら
ば
、

〈
大
成
モ
チ
ー
フ
２
〉

下
縁
の
隅
の
方
に
赤
い
着
物
を
着
て
唐
傘
を
横
に
背

負
っ
た
が
な
履
物
を
作
っ
て
ん
だ
と
。
そ
れ
か
ら
聞
い
て

み
や
っ
た
と
。「
に
し
は
な
ん
だ
」「
お
前
の
行
ぐ
ど
こ
さ

行
ぐ
貧
乏
神
だ
」。
そ
ん
じ
ぇ
、
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〈
大
成
モ
チ
ー
フ
３
〉
た
ま
げ
て
「
ど
こ
さ
行
っ
て
も
、
こ
う
だ
が
な
に
く
っ

つ
が
っ
つ
ぇ
行
が
っ
ち
ぇ
は
、
と
て
も
え
ゝ
せ
ぇ
ね
え
か

ら
吾
が
家
に
い
て
節
角
働
い
て
ん
べ
」
と
思
っ
て
、

〈
想
定
モ
チ
ー
フ
４
〉

家
も
綺
麗
に
す
る
、
心
を
入
れ
替
え
て
働
き
や
っ
た

ら
ば
、
そ
れ
が
し
め
ぇ
に
は
「
お
れ
は
こ
こ
に
い
ら
ん

に
ぇ
」
ど
っ
て
、
暇
乞
い
し
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
だ
と
。

そ
れ
か
ら
大
変
え
ゝ
暮
ら
し
し
ゃ
っ
た
だ
と
。
い
ち
が
栄
え
申
し

た（
7
（

。

　
『
日
本
昔
話
大
成
』「
二
〇
一
Ａ　

貧
乏
神
」
に
お
い
て
整
理
さ
れ
る
モ

チ
ー
フ
構
成
に
の
っ
と
り
、
昔
話
の
ど
の
箇
所
に
各
々
の
モ
チ
ー
フ
が
該

当
す
る
か
、
便
宜
上
に
改
行
し
、
仮
に
〈
大
成
モ
チ
ー
フ
〉
と
し
て
付
し

た
。
す
る
と
、『
日
本
昔
話
大
成
』「
二
〇
一
Ａ　

貧
乏
神
」
で
の
モ
チ
ー

フ
構
成
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
モ
チ
ー
フ
が
結
末
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。『
日
本
昔
話
大
成
』「
二
〇
一
Ａ　

貧
乏
神
」
で
の
モ
チ
ー
フ

構
成
は
三
つ
の
モ
チ
ー
フ
に
よ
る
た
め
、
こ
れ
を
仮
に
、
四
つ
め
に
想
定

さ
れ
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、〈
想
定
モ
チ
ー
フ
４
〉
と
し
て
示
し
た
。
す

な
わ
ち
、
主
人
公
が
働
く
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
貧

乏
神
の
動
き
が
連
ね
ら
れ
、
貧
乏
神
が
逃
げ
て
い
く
、
退
散
す
る
と
い
う

よ
う
な
モ
チ
ー
フ
が
付
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
一
例
の
み
で
は
、
短
い
昔
話
で
あ
り
些
細
な
こ
と
を
針
小
棒
大
に

と
り
あ
げ
て
い
る
感
が
あ
る
た
め
、
も
う
一
例
、
昔
話
を
引
用
す
る
。

新
潟
県
長
岡
市
麻
生
田
町
（
原
題
「
び
ん
ぼ
う
神
」）

あ
っ
た
て
ん
が
の
。

〈
大
成
モ
チ
ー
フ
１
〉

あ
る
ど
こ
に
、
び
ん
ぼ
う
な
、
ふ
う
ふ
が
あ
っ
た
て

ん
が
の
。
ほ
う
し
て
、
あ
け
て
も
く
れ
て
も
、
び
ん
ぼ
う

で
、
ど
う
し
ょ
う
も
ね
え
。
て
い
し
ゅ
が
大
工
だ
ど
も
、

は
た
ら
か
ん
で
、
の
め
し
こ
き
で
、
あ
そ
ん
で
、
酒
ば
っ

か
の
ん
で
い
る
ん
だ
ん
が
、
び
ん
ぼ
う
だ
て
ん
が
の
。
ほ

う
し
る
ん
だ
ん
が
、
か
か
が
、「
こ
ん
げ
ど
こ
に
、
こ
う

し
て
い
て
も
、く
て
い
ら
ん
ね
ん
が
。」と
お
も
て
、「
と
っ

つ
あ
、
と
っ
つ
あ
、
旅
へ
い
っ
て
、
は
た
ら
い
て
く
ら
せ

ば
い
い
ね
け
え
。」
と
い
う
た
て
ん
が
の
。
て
い
し
ゅ
も
、

「
お
う
、
そ
う
し
ょ
う
。」
と
、
そ
う
だ
ん
が
き
ま
っ
た

て
ん
が
の
。

〈
大
成
モ
チ
ー
フ
２
〉

ほ
う
し
て
、
夜
さ
る
、
か
か
が
、
に
や
の
方
へ
い
っ

て
み
た
れ
ば
、
と
し
よ
り
の
じ
さ
ま
が
、
し
ん
け
ん
で
、

ワ
ラ
ジ
を
つ
く
っ
て
い
る
て
ん
が
の
。「
お
う
こ
、
じ
さ
、

お
前
、
こ
ん
げ
ん
ど
こ
で
、
な
に
し
て
い
ら
っ
る
が
ら
。
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ど
ご
の
人
だ
。」「
い
や
、
も
と
か
ら
、
こ
こ
の
う
ち
に
す

ん
で
い
る
、
び
ん
ぼ
う
の
神
だ
。
お
前
が
た
、
あ
し
た
は
、

旅
だ
ち
す
る
て
が
ら
ん
だ
ん
が
、
お
れ
も
つ
い
て
い
ご
う

と
お
も
て
、
ワ
ラ
ジ
を
つ
く
っ
て
い
る
が
ら
。」
ほ
う
し

た
れ
ば
、
か
か
が
、「
い
や
い
や
、
び
ん
ぼ
う
神
が
、
つ

い
て
く
れ
ば
、
ど
ご
へ
い
っ
た
っ
て
も
、
お
ん
な
じ
こ
と

だ
す
け
、
旅
へ
い
が
ん
で
、
こ
こ
に
い
る
こ
と
に
し
ょ
う

て
。」
と
、
と
っ
つ
あ
に
い
う
て
、
そ
こ
に
い
る
こ
と
に

し
た
て
ん
が
の
。

〈
大
成
モ
チ
ー
フ
３
〉

ほ
う
し
た
れ
ば
、
と
っ
つ
あ
が
、「
こ
れ
や
、
ま
あ
、

ど
ご
へ
い
っ
て
も
、
し
ご
と
を
し
ね
え
け
や
、
び
ん
ぼ
う

に
な
っ
て
い
る
が
ら
す
け
、
そ
い
じ
ゃ
、
あ
し
た
か
ら
、

し
ん
け
ん
で
、
し
ご
と
を
し
ょ
う
。」
と
、
お
も
て
い
た

れ
ば
、

〈
想
定
モ
チ
ー
フ
４
〉

よ
そ
の
人
が
、「
大
工
ど
ん
、
大
工
ど
ん
、
戸
が
は
ず

れ
て
、お
お
ご
と
だ
す
け
、は
め
に
き
て
く
ら
っ
し
ゃ
い
。」

「
そ
う
か
、
そ
う
か
、
い
ぐ
で
。」
ほ
う
し
て
、
戸
を
は

め
て
や
っ
た
れ
ば
、「
お
前
は
、
酒
が
す
き
だ
ん
が
、
戸

を
は
め
て
も
ろ
た
か
ね
だ
す
け
、
酒
で
も
買
う
て
の
ん
で

く
れ
。」
と
い
う
て
、
ぜ
ん
を
く
れ
た
て
ん
が
の
。
ほ
う

し
て
い
る
う
ち
に
、
よ
そ
の
人
が
、「
大
工
ど
ん
、
大
工

ど
ん
、
き
ょ
う
は
、
お
ら
ど
こ
へ
、
い
ち
ん
ち
、
し
ご
と

に
き
て
く
れ
。」
と
、
あ
っ
ち
か
ら
も
、
こ
っ
ち
か
ら
も
、

し
ご
と
を
た
の
み
に
く
る
ん
だ
ん
が
、
大
工
の
と
っ
つ
あ

は
、し
ご
と
に
、せ
い
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
て
ん
が
の
。

ほ
う
し
た
れ
ば
、
大
工
の
う
ち
は
、
し
ん
し
ょ
が
よ
く
な

り
は
ね
て
、
ら
く
に
な
っ
て
き
た
て
ん
が
の
。
ほ
う
し
る

と
、
び
ん
ぼ
う
神
は
、
い
た
た
ま
ら
ん
で
、
に
げ
て
い
っ

て
し
も
た
て
ん
が
の
。

い
き
が
ポ
ー
ン
と
さ
け
た（

8
（

。

　

こ
の
昔
話
で
は
よ
り
わ
か
り
や
す
く
、
働
い
た
後
日
譚
と
し
て
繁
盛
す

る
過
程
が
あ
ら
わ
れ
、
貧
乏
神
は
退
散
す
る
。
す
な
わ
ち
、『
日
本
昔
話

大
成
』「
二
〇
一
Ａ　

貧
乏
神
」で
の
モ
チ
ー
フ
構
成
を
用
い
る
、話
型〈
い
〉

に
お
い
て
、結
末
で
働
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、仮
に〈
想
定
モ
チ
ー

フ
４
〉
と
し
た
、「
４
、
働
い
た
こ
と
で
貧
乏
神
が
退
散
し
富
貴
を
得
る
」

と
い
う
モ
チ
ー
フ
も
付
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
れ
を
付
す
の
み
で
ひ
と
つ
の
話
型
と
し
て
整
理
す
る
の
は

安
直
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、「
４
、
働
い
た
こ
と
で
貧
乏
神
が
退
散
し
富

貴
を
得
る
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
お
ろ
か
、『
日
本
昔
話
大
成
』「
二
〇
一
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Ａ　

貧
乏
神
」「
３
、
夫
婦
は
出
稼
ぎ
を
や
め
て
働
く
よ
う
に
な
る
」
ま

で
も
欠
如
す
る
昔
話
が
散
見
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

神
奈
川
県
鎌
倉
市
大
船
（
原
題
「
貧
乏
神
さ
ま
」）

〈
大
成
モ
チ
ー
フ
１
〉あ
る
と
こ
ろ
に
ど
う
し
て
も
貧
乏
な
貧
乏
な
村
が
あ
っ

て
ね
。
い
く
ら
こ
こ
で
稼
い
で
も
頭
が
上
ら
な
い
か
ら
、

今
夜
は
い
っ
そ
夜
逃
げ
し
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
、
夫
婦
も

の
が
風
呂
し
き
包
み
を
こ
し
ら
え
て
う
ん
そ
ら
う
ん
そ
ら

行
っ
た
ん
で
す
と
。
そ
し
た
ら
行
く
手
に
大
き
な
川
が

あ
っ
た
ん
で
す
っ
と
。

〈
大
成
モ
チ
ー
フ
２
〉

川
の
傍
ま
で
く
る
と
貧
乏
神
が
ポ
カ
ッ
と
立
っ
て
い

た
。
そ
し
て
「
お
前
っ
ち
ゃ
あ　

な
に
し
て
た
ん
だ
、
お

り
ゃ
あ
さ
っ
き
か
ら
こ
こ
で
待
っ
て
た
ん
だ
。
わ
し
ゃ
お

前
ん
と
の
貧
乏
神
だ
。
お
め
え
ら
は
こ
こ
を
越
え
て
川
向

う
へ
行
く
だ
べ
と
思
っ
て
、さ
っ
き
か
ら
待
っ
て
た
ん
だ
。

お
め
え
ら
は
い
く
ら
川
向
う
へ
行
っ
た
っ
て
貧
乏
は
は
な

れ
ゃ
し
ね
え
よ
」
と
い
っ
た
か
と
思
う
と
ポ
ッ
と
消
え
て

し
ま
っ
た（

9
（

。

愛
媛
県
越
智
郡
玉
川
町
（
原
題
「
貧
乏
神
」）

〈
大
成
モ
チ
ー
フ
１
〉

奈
良
の
木
部
落
の
昔
の
お
話
で
す
。
あ
る
人
里
離
れ

た
山
の
ふ
も
と
に
、
い
ま
に
も
風
が
吹
け
ば
た
お
れ
る
よ

う
な
家
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
八
人
家
族
が
住
ん
で

い
ま
し
た
。
祖
母
、
父
、
母
、
子
供
が
五
人
い
ま
し
た
。

そ
の
家
は
た
い
へ
ん
貧
し
く
、
食
べ
る
物
も
、
食
べ
れ
な

い
し
ま
つ
で
し
た
。
あ
る
年
の
、
と
し
の
よ
さ
に
そ
こ
の

主
人
が
子
供
達
を
集
め
て
い
い
ま
し
た
。「
も
う
、
こ
こ

に
い
て
も
貧
し
く
て
死
ん
で
し
ま
う
。
寂
し
い
け
れ
ど
、

こ
の
住
み
な
れ
た
、
こ
の
部
落
を
捨
て
る
よ
り
ほ
か
に
し

か
た
が
な
い
。」
子
供
達
も
、
し
か
た
な
く
一
週
間
後
に

町
へ
引
越
し
す
る
事
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
家
の
か
た

づ
け
を
し
て
い
ま
し
た
。
村
の
人
々
は
各
家
か
ら
一
人
ず

つ
出
て
、
そ
の
家
の
く
わ
、
か
ま
、
な
べ
な
ど
を
一
銭
の

ね
う
ち
も
な
い
の
に
人
々
は
同
情
し
て
買
っ
た
そ
う
で

す
。
か
た
づ
け
も
終
わ
っ
て
家
族
が
一
わ
ず
つ
わ
ら
を

持
っ
て
来
て
、
わ
ら
じ
を
編
ん
で
い
ま
し
た
。

〈
大
成
モ
チ
ー
フ
２
〉子
供
が
父
の
方
を
向
い
て
、そ
っ
と
さ
さ
や
き
ま
し
た
。

「
お
と
う
ち
ゃ
ん
、
ち
ょ
っ
と
見
て
見
ろ
。」「
ど
う
し
た

ん
だ
、
平
太
な
に
が
い
る
ん
だ
は
っ
き
り
い
っ
て
み
ろ
。」

「
よ
く
見
ろ
よ
、
あ
わ
て
な
い
で
そ
こ
、
あ
そ
こ
に
な
に
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か
い
る
よ
。」
と
言
わ
れ
て
父
が
そ
ち
ら
を
見
る
と
、
一

寸
丈
ぐ
ら
い
の
貧
乏
神
が
こ
っ
ち
を
向
い
て
「
ヒ
ヒ

ヒ
ッ
！
。」
と
笑
っ
て
い
ま
す
。
父
が
「
貧
乏
神
な
ぜ
、

お
ま
え
は
笑
っ
て
い
る
の
だ
。」
と
た
ず
ね
ま
し
た
。
す

る
と
貧
乏
神
は
、「
お
ま
え
が
引
越
し
を
す
る
の
で
、
わ

し
も
今
わ
ら
じ
を
作
っ
て
い
っ
し
ょ
に
行
こ
う
と
思
っ
て

い
る
所
だ
。」
そ
こ
で
父
は
考
え
ま
し
た
。
一
升
ま
す
は

ど
ん
な
に
し
て
も
一
升
し
か
は
い
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
っ

た
そ
う
で
す
。
父
は
こ
れ
を
知
っ
て
引
越
し
を
や
め
た
そ

う
で
す（

（1
（

。

　

引
用
し
た
ど
ち
ら
の
昔
話
に
お
い
て
も
、『
日
本
昔
話
大
成
』「
二
〇
一

Ａ　

貧
乏
神
」「
３
、
夫
婦
は
出
稼
ぎ
を
や
め
て
働
く
よ
う
に
な
る
」
以

降
の
モ
チ
ー
フ
が
欠
如
す
る
。
主
人
公
は
働
く
こ
と
を
諦
め
、
貧
乏
神
が

つ
い
て
く
る
と
い
う
、
貧
乏
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
の
み
で
結

末
を
迎
え
る
。

　

こ
れ
ら
の
昔
話
を
整
理
す
る
に
あ
た
り
、「
３
、
夫
婦
は
出
稼
ぎ
を
や

め
て
働
く
よ
う
に
な
る
」
相
当
箇
所
に
、
仮
に
「
夫
婦
は
出
稼
ぎ
を
や
め

て
富
貴
を
諦
め
る
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
想
定
し
、（a

）,

（b

）
の
分
岐

と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
限
れ
ば
解
決
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
早
計
で

あ
る
。
そ
れ
は
、「
３
、
夫
婦
は
出
稼
ぎ
を
や
め
て
働
く
よ
う
に
な
る
」

に
は
、「
４
、
働
い
た
こ
と
で
貧
乏
神
が
退
散
し
富
貴
を
得
る
」
が
暗
に

付
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
こ
れ
の
み
で
成
立
す
る
昔
話
も
ま
た
散
見

さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

新
潟
県
南
蒲
原
郡
下
田
村
（
原
題
「
貧
乏
神
」）

〈
想
定
モ
チ
ー
フ
４
〉

昔
々
、
あ
っ
た
と
こ
へ
、
貧
乏
の
家
が
あ
っ
て
。
そ

の
貧
乏
の
し
ょ
は
、子
供
が
大
勢
い
た
っ
た
っ
て
。母
ち
ゃ

ん
は
、
守
っ
子
し
ょ
ん
ま
ん
で
、
か
せ
が
ん
ね
ぇ
で
、
父

ち
ゃ
ん
ば
っ
か
、
遠
く
の
方
へ
稼
ぎ
に
行
っ
た
っ
た
て
。

そ
ん
で
正
月
に
な
っ
て
、
帰
っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
っ

て
。「
と
っ
つ
ぁ
帰
っ
て
く
ん
る
が
、
家
で
も
、
掃
除
し
ょ

う
や
。」、
そ
れ
で
、
き
れ
げ
に
、
掃
除
し
始
め
た
と
。
そ

し
て
、
寝
間
の
棚
の
あ
た
り
を
見
た
ら
、
き
っ
た
な
げ
ぇ

な
爺
さ
が
い
た
っ
て
。「
あ
や
ぁ
、
こ
ん
げ
え
ん
な
爺
さ
。

お
め
、
ど
ご
の
人
れ
。」
と
聞
く
と
、「
俺
け
ぇ
、
俺
は
、

貧
乏
の
神
っ
ち
ゅ
う
て
、
だ
れ
こ
っ
ぺ
ん
と
こ
が
大
好
き

で
気
持
ち
良
か
っ
た
ん
だ
が
、お
前
と
こ
ん
家
ん
し
ょ
が
、

今
掃
除
し
始
め
た
か
ら
、
俺
い
ら
ん
ね
っ
け
ん
行
ご
ん
ま

ね
。」と
、い
っ
て
、そ
の
貧
乏
神
が
逃
げ
っ
ち
ょ
た
っ
て
。
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そ
れ
で
、父
ち
ゃ
ん
帰
っ
て
き
て
、「
今
帰
っ
て
来
た
よ
う
。

子
供
で
っ
こ
な
っ
て
た
か
ぁ
。
ば
っ
か
げ
に
一
生
懸
命
働

い
た
ん
だ
ん
で
、
銭
い
っ
ぺ
こ
と
、
と
っ
て
き
た
っ
ど
。」

「
お
め
い
っ
ぺ
こ
と
、
銭
と
っ
て
き
た
の
ー
、
俺
の
ー
、

今
日
、
家
の
掃
除
し
て
た
ら
、
ど
っ
か
の
き
っ
た
ね
ぇ
爺

さ
が
い
た
っ
た
れ
も
、
こ
ん
ど
家
、
き
れ
げ
に
し
ゅ
う
よ

う
な
っ
た
ん
だ
ん
が
、
い
ら
ん
ね
。
て
ゆ
う
て
行
っ
て
し

も
た
れ
。」
そ
れ
か
ら
、
か
か
も
、
一
生
懸
命
働
く
よ
う

に
な
っ
た
し
、
掃
除
も
し
ゅ
う
よ
ん
な
っ
た
っ
て（

（（
（

。

　

引
用
し
た
昔
話
は
、
貧
乏
神
が
何
ら
か
の
世
俗
的
に
推
奨
さ
れ
る
行
為

に
よ
り
退
散
さ
せ
ら
る
る
一
連
の
流
れ
の
み
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
話
型
〈
い
〉
は
、
前
半
部
分
（『
日
本
昔
話
大
成
』「
二
〇
一
Ａ　

貧
乏
神
」モ
チ
ー
フ
１
、同
２
）と
、後
半
部
分（『
日
本
昔
話
大
成
』「
二
〇
一

Ａ　

貧
乏
神
」
モ
チ
ー
フ
３
、
仮
に
用
い
た
想
定
モ
チ
ー
フ
４
）
と
に
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
は
、
前
半
部
分
を
新
た
に
、
昔
話
「
貧
乏
神　

─
随
伴
型
」
と
し

て
新
た
に
整
理
す
る
。

昔
話
「
貧
乏
神
　
─
随
伴
型
」

一
、
主
人
公
は
富
貴
を
得
る
た
め
に
引
越
の
準
備
を
す
る
。

二
、
貧
乏
神
は
主
人
公
に
つ
い
て
い
こ
う
と
準
備
を
す
る
。

三
、 

主
人
公
は
貧
乏
神
が
ど
こ
に
い
て
も
随
伴
す
る
と
悟
り
引
越
を
や

め
る
。

　

さ
ら
に
後
半
部
分
を
、
貧
乏
神
が
何
ら
か
の
世
俗
的
に
推
奨
さ
れ
る
行

為
に
よ
り
退
散
せ
ら
る
る
一
連
の
流
れ
の
み
の
昔
話
と
し
て
独
立
し
整
理

し
た
い
が
、
貧
乏
神
が
退
散
せ
ら
る
る
昔
話
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
貧
乏

神
が
呪
術
的
な
行
為
に
よ
り
退
散
さ
せ
ら
る
る
昔
話
も
あ
り
、
こ
れ
も
同

様
の
話
型
と
し
て
整
理
さ
れ
よ
う
。

山
形
県
米
沢
市
窪
田
（
原
題
「
貧
乏
の
神
」）

〈
想
定
モ
チ
ー
フ
４
〉

貧
乏
ぐ
ら
し
の
夫
婦
も
の
で
、
な
ん
ぼ
か
せ
い
で
も

旦
那
か
ら
前
借
り
、
前
借
り
で
、
も
ら
う
金
な
い
が
っ
た

ど
。
そ
し
て
た
っ
た
五
円
し
か
な
い
が
っ
た
ど
。
年
と
り

の
日
に
よ
。
そ
の
五
円
で
何
買
っ
た
ら
え
え
が
ん
べ
、
米

も
な
い
、
焚
物
も
な
い
、
何
も
な
い
。「
ほ
ん
じ
ゃ
ら
ば
、

そ
い
つ
で
炭
一
俵
買
っ
て
こ
い
」
て
、
炭
一
俵
買
っ
て
き

た
ど
。
そ
し
て
そ
の
囲
炉
裏
さ
山
ほ
ど
ゴ
ウ
ゴ
ウ
と
お
こ
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し
て
、「
え
え
年
と
り
だ
、
え
え
年
と
り
だ
」
て
、
あ
た
っ

て
い
た
ど
。
そ
し
た
ば
貧
乏
の
神
は
火
所
の
中
さ
入
っ
て

で
、
あ
つ
く
て
い
ら
ん
ね
く
て
、
そ
れ
か
ら
う
ん
と
富
貴

に
な
っ
た
け
ど
。

ど
ー
び
ん
と（

（1
（

。

　

年
越
し
に
際
し
盛
ん
に
火
を
お
こ
す
と
い
う
、
俗
信
の
兆
占
禁
呪
の
う

ち
呪
術
に
入
る
よ
う
な
行
為
、
恐
ら
く
は
当
地
の
習
俗
に
よ
っ
て
貧
乏
神

の
退
散
せ
ら
る
る
昔
話
で
あ
る
。
一
方
は
世
俗
的
に
推
奨
さ
れ
る
行
為
に

よ
り
、
一
方
は
呪
術
的
な
行
為
（
習
俗
）
に
よ
り
貧
乏
神
が
退
散
す
る
。

ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
何
ら
か
の
行
為
で
貧
乏
神
が
退
散
す
る
こ
と
は
共

通
で
あ
り
、（a

）,

（b

）
の
分
岐
と
で
き
る
。

昔
話
「
貧
乏
神
　
─
退
散
型
」

一
、 

主
人
公
は
（a

）
世
俗
的
に
推
奨
さ
れ
る
行
為
を
、
あ
る
い
は
、（b
）

呪
術
的
な
行
為
を
す
る
。

二
、 

貧
乏
神
が
あ
ら
わ
れ
退
散
す
る
そ
ぶ
り
を
み
せ
る
。

三
、 

貧
乏
神
は
退
散
す
る
。

　

話
型
〈
い
〉
は
、
昔
話
「
貧
乏
神　

─
随
伴
型
」
と
、
昔
話
「
貧
乏
神  

─
退
散
型
」
の
複
合
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
昔
話
「
貧
乏
神　

─
随
伴

型
」
は
い
わ
ば
、
貧
乏
神
が
い
る
こ
と
を
示
す
の
み
の
昔
話
で
あ
り
、
冒

頭
と
結
末
で
主
人
公
に
貧
乏
神
が
憑
く
と
い
う
状
況
は
変
わ
ら
な
い
。
昔

話
「
貧
乏
神　

─
退
散
型
」
は
貧
乏
神
が
退
散
す
る
昔
話
で
あ
る
。
結
末

が
異
な
る
た
め
に
複
合
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
ま
た
さ
ら
に
、
昔
話
「
貧
乏
神　

─
退
散
型
」
で
は
、
主
人
公

に
よ
る
あ
る
行
為
に
よ
っ
て
貧
乏
神
が
退
散
す
る
が
、
反
対
に
、
主
人
公

に
よ
る
あ
る
行
為
に
よ
っ
て
貧
乏
神
が
退
散
し
な
い
、
貧
乏
神
は
退
散
す

る
そ
ぶ
り
は
み
せ
る
が
、残
る
か
む
し
ろ
増
え
る
、と
い
う
昔
話
が
あ
る
。

岡
山
県
阿
哲
郡
神
郷
町
三
室
（
原
題
「
貧
乏
神
」）

〈
昔
話
モ
チ
ー
フ
一
〉
む
か
し
あ
る
と
こ
ろ
に
、
内
輪
の
悪
ぃ
〳
〵
家
が
あ
っ

た
そ
う
な
。
何
ぅ
言
ぅ
て
も
、
そ
の
家
の
お
や
じ
は
、
不

理
解
者
か
し
ら
ん
が
、
何
ぅ
言
う
て
も
怒
り
っ
ぺ
ぇ
、
ぷ

ん
ぷ
ん
〳
〵
〳
〵
ほ
ん
に
怒
り
っ
ぺ
え
者
で
、
ほ
ん
に

笑
ぇ
声
ど
も
聞
え
る
こ
た
あ
な
か
っ
た
そ
う
な
。せ
え
で
、

貧
乏
〳
〵
、こ
の
上
も
ね
え
よ
う
に
し
と
る
ん
だ
そ
う
な
。

せ
え
で
、
村
の
人
が
言
う
こ
と
に
ゃ
あ
、「
お
め
え
は
、

ほ
ん
に
、
あ
ん
ま
り
苦
虫
ぅ
か
ん
だ
よ
う
な
渋
ぅ
白
湯
を

飲
ん
だ
よ
う
な
顔
を
し
と
る
け
え
、
せ
え
で
、
貧
乏
神
が
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離
さ
あ
で
、
せ
え
で
、
幸
運
が
来
ん
の
じ
ゃ
あ
ね
え
だ
ろ

う
か
。
も
ち
い
た
あ
浮
き
〳
〵
し
て
み
い
。」
い
う
て
言

よ
う
た
そ
う
な
。
せ
え
か
ら
、
ま
た
、
あ
る
人
ぁ
、「
あ

が
あ
に
、ぷ
ん
ぷ
ん
〳
〵
怒
っ
て
お
ら
ず
に
、ち
い
た
あ
、

ほ
ん
に
浮
か
れ
て
、
酒
ど
も
飲
ん
で
、
あ
あ
、
こ
ら
こ
ら

で
、
ほ
ん
に
家
の
内
で
も
、
に
ぎ
や
か
に
し
て
み
い
。
そ

う
す
り
ゃ
あ
、
貧
乏
神
が
離
す
か
も
し
ら
ん
け
え
。」
い

う
て
、
言
う
て
聞
か
し
ょ
う
た
そ
う
な
。
せ
え
か
ら
、
そ

の
お
や
じ
い
も
、
ま
あ
、
そ
う
し
て
み
た
も
い
い
か
も
し

ら
ん
い
う
気
が
し
で
え
た
ふ
う
で
、
銭
も
ね
え
の
に
、
人

に
勧
め
ら
れ
て
、
酒
肴
ぁ
買
う
て
、
え
っ
と
飲
ん
で
、
ど

ん
ち
ゃ
ん
〳
〵
さ
わ
ぇ
だ
そ
う
な
。
毎
日
、
ど
ん
ち
ゃ
ん

さ
わ
ぎ
ぅ
し
た
そ
う
な
。
そ
う
し
ょ
う
た
と
こ
ろ
が
、

〈
昔
話
モ
チ
ー
フ
二
〉

ほ
ん
に
神
さ
ん
棚
か
ら
お
ん
ぼ
ろ
さ
ん
ぼ
ろ
を
着
た

神
さ
ん
が
、
す
ー
っ
と
出
て
き
て
、
に
わ
の
口
ぅ
出
よ
う

と
し
て
、
後
ろ
ぇ
向
い
て
、
に
ゃ
ん
〳
〵
笑
よ
う
た
そ
う

な
。せ
え
で
、村
の
人
が
見
つ
け
て
、「
そ
う
れ
見
い
。あ
っ

こ
を
見
い
。
貧
乏
神
が
、
と
う
と
う
出
よ
う
る
が
な
。
こ

れ
で
よ
う
な
る
ぞ
。」
い
う
て
、
人
が
言
う
そ
う
な
。
へ

え
か
ら
、
そ
の
中
で
、
ま
た
ほ
か
の
人
が
言
う
こ
と
に
ゃ

あ
、「
こ
り
ゃ
、
お
め
え
、
こ
ん
だ
あ
こ
の
家
ぃ
戻
っ
て

来
り
ゃ
あ
し
め
え
の
う
。
戻
っ
て
来
ん
よ
う
に
し
て
く
れ

え
の
う
。」
い
う
て
、
言
う
た
そ
う
な
。

〈
昔
話
モ
チ
ー
フ
三
〉
そ
う
し
た
と
こ
ろ
が
、
そ
の
貧
乏
神
の
言
う
こ
と
に
ゃ

あ
、「
あ
ん
ま
り
お
も
し
れ
え
も
ん
だ
け
え
、
仲
間
の
者

を
大
ぜ
え
連
れ
て
帰
る
よ
う
。」い
う
て
、言
う
た
そ
う
な
。

せ
え
で
、
人
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
、
そ
が
あ
な
ざ
ま
ぁ
し

て
も
、
つ
ま
ら
ん
。
ほ
ん
と
う
に
、
心
か
ら
直
ぇ
て
や
っ

て
い
か
に
ゃ
あ
い
い
幸
運
は
来
ん
い
う
こ
と
だ
そ
う
な
。

む
か
し
こ
っ
ぷ
り　

ど
じ
ょ
う
の
目（

（1
（

。

鹿
児
島
県
曽
於
郡
志
布
志
町
（
原
題
「
貧
乏
神
」）

〈
昔
話
モ
チ
ー
フ
一
〉

ど
ん
な
に
夫
婦
で
働
い
て
も
立
直
り
が
で
き
な
い
、

貧
乏
な
夫
婦
が
い
た
。
ど
う
し
て
も
貧
乏
神
が
住
み
つ
い

て
い
る
と
い
っ
て
、
床
ん
下
か
ら
何
か
ら
、
生
松
葉
で
家

を
く
す
べ
た
。

〈
昔
話
モ
チ
ー
フ
二
〉

二
十
九
日
の
晩
、
体
の
ち
っ
こ
い
神
が
転
げ
だ
し
て

き
た
。
夫
婦
が
、「
今
度
は
も
う
か
る
ど
」
と
喜
ん
で
い

る
と
、

〈
昔
話
モ
チ
ー
フ
三
〉

年
の
晩
に
ト
ン
ト
ン
と
叩
く
者
が
い
た
。
何
だ
ろ
う
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か
と
戸
を
あ
け
て
ひ
ょ
っ
と
の
ぞ
い
た
ら
、
追
い
出
し
た

神
が
来
と
る
。「
お
前
の
よ
う
な
と
は
い
ら
ん
」と
言
う
と
、

「
い
や
、
実
は
残
し
て
い
た
も
の
が
あ
る
。
気
が
か
り
に

な
っ
て
き
た
。
お
前
ん
と
こ
に
は
身
持
ち
の
う
っ
か
た
を

忘
れ
て
い
た
。
あ
と
は
よ
ろ
し
く
頼
む
」
と
言
っ
て
行
っ

た
げ
な（

（1
（

。

　

先
に
整
理
し
た
、
昔
話
「
貧
乏
神　

─
退
散
型
」
を
も
と
と
し
、
仮
に

〈
昔
話
モ
チ
ー
フ
〉
を
付
し
て
提
示
し
た
。
前
者
の
引
用
は
、
主
人
公
が

世
俗
的
に
忌
避
す
る
行
為
に
よ
る
も
の
、
後
者
の
引
用
は
、
先
と
同
じ
く

呪
術
的
な
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
昔
話
も
ま
た
一
見
す
る
と
、
昔
話
「
貧
乏
神　

─
退
散
型
」

モ
チ
ー
フ
三
の
相
当
箇
所
に
、
仮
に
「
貧
乏
神
は
仲
間
を
招
集
す
る
」
と

い
う
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
を
想
定
し
、
こ
れ
を
、（a

）,

（b

）
の
分
岐
と
す

れ
ば
解
決
し
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
殊
に
前
者
の
主
人
公
が
貧
乏
神
を

退
散
せ
し
め
よ
う
と
す
る
行
為
は
、
誰
が
み
て
も
浪
費
す
る
よ
う
な
行
為

で
あ
る
。
現
在
の
価
値
観
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
も
あ
ろ
う
が
、
趣

向
と
し
て
は
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
こ
れ
を
新
た
に
話
型
と

し
て
整
理
す
る
。

昔
話
「
貧
乏
神
　
─
招
集
型
」

一
、 

主
人
公
は
（a

）
宴
会
や
遊
興
な
ど
の
行
為
を
、
あ
る
い
は
、（b

）

呪
術
的
な
行
為
を
す
る
。

二
、 

貧
乏
神
が
あ
ら
わ
れ
退
散
す
る
そ
ぶ
り
を
み
せ
た
た
め
主
人
公
は

喜
ぶ
。

三
、 

貧
乏
神
は
仲
間
を
招
集
す
る
。

　

こ
こ
ま
で
、
話
型
〈
い
〉
を
基
と
し
て
、
昔
話
「
貧
乏
神　

─
随
伴
型
」、

昔
話
「
貧
乏
神　

─
退
散
型
」、
昔
話
「
貧
乏
神　

─
招
集
型
」
と
し
て

整
理
し
た
。
こ
の
三
つ
の
話
型
は
、
貧
乏
神
は
、
貧
乏
の
権
化
と
し
て
あ

ら
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
貧
乏
神
と
い
う
要
素
が
他
の
存
在
に
互
換
さ
れ

る
な
ら
ば
成
立
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
話
型（

（1
（

で
あ
る
。

四
　
要
素
の
互
換
が
可
能
で
あ
る
昔
話

　

一
方
で
次
に
は
、『
日
本
昔
話
大
成
』「
二
〇
一
Ｂ　

貧
乏
神
」、『
日
本

昔
話
通
観
』「
五
八　

大
み
そ
か
の
金
馬
」
に
該
当
す
る
、
話
型
〈
ろ
〉

に
合
致
す
る
昔
話
を
引
用
す
る
。

新
潟
県
長
岡
市
西
蔵
王
町
（
原
題
「
び
ん
ぼ
う
神
」）
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〈
通
観
モ
チ
ー
フ
①
〉
あ
っ
た
て
ん
が
の
。
あ
る
ろ
こ
に
、
ひ
と
ら
も
ん
の
、

び
ん
ぼ
う
な
あ
に
が
あ
っ
た
て
ん
が
の
。
あ
る
ど
き
、
ド

ン
ド
ン
ド
ン
、
火
を
た
い
て
あ
た
っ
て
い
た
れ
ば
、
お
か

し
な
、
や
せ
た
、
ち
ん
こ
い
男
が
、
二
か
い
か
ら
お
り
て

き
た
て
ん
が
の
。「
お
め
え
、
な
に
も
ん
だ
。
こ
こ
ら
で

見
か
け
ね
え
が
。」「
そ
う
だ
。
お
ら
は
、
び
ん
ぼ
う
神
だ
。

な
が
な
が
お
世
話
に
な
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
に
も
、
い
よ

い
よ
、福
の
神
が
ま
い
こ
ま
っ
し
ゃ
る
す
け
、き
ょ
う
は
、

い
と
ま
ご
い
だ
。」「
お
う
、
そ
う
か
。
そ
ら
、
あ
り
が
た

い
。」「
お
礼
に
お
め
え
に
、
い
い
こ
と
を
き
か
し
て
い
ご

う
。（
中
略
、
金
の
馬
と
銀
の
馬
と
銅
の
馬
が
通
り
叩
く

と
金
を
得
る
こ
と
を
教
え
る
）
ど
こ
で
も
は
た
け
ば
い
い

が
ら
。」（
中
略
）
ど
っ
か
へ
い
っ
た
て
ん
が
の
。
ほ
う
し

て
、

〈
通
観
モ
チ
ー
フ
②
〉
つ
ぎ
の
朝
、あ
に
は
、棒
を
た
が
い
て
、早
く
か
ら
ま
っ

て
い
た
て
ん
が
の
。
ほ
う
し
る
と
、
遠
く
か
ら
馬
の
音
が

き
こ
え
て
く
る
て
ん
が
の
。
あ
ん
に
ゃ
、
き
た
な
と
、
棒

を
ふ
り
あ
げ
て
い
る
う
ち
に
、
サ
ー
と
金
の
馬
が
と
お
り

す
ぎ
て
し
も
た
て
ん
が
の
。（
中
略
、
銀
の
馬
と
銅
の
馬

も
同
様
に
逃
す
）
ま
た
、
馬
の
音
が
し
た
ん
だ
ん
が
、
す

ぐ
棒
で
は
た
い
た
て
ん
が
の
。

〈
通
観
モ
チ
ー
フ
③
〉
ほ
う
し
た
れ
ば
、手
ご
た
い
が
あ
っ
て
の
、見
た
れ
ば
、

き
ん
な
の
び
ん
ぼ
う
神
ら
と
。
ほ
う
し
て
、「
も
う
一
年
、

こ
の
う
ち
に
世
話
に
な
る
。」
と
い
う
た
て
ん
が
の
。
い

き
が
さ
け
た（

（1
（

。

　
『
日
本
昔
話
通
観
』「
五
八　

大
み
そ
か
の
金
馬
」
の
モ
チ
ー
フ
構
成
に

の
っ
と
り
、
仮
に
〈
通
観
モ
チ
ー
フ
〉
を
付
し
た
。
確
か
に
貧
乏
神
の
顕

現
す
る
昔
話
で
あ
り
、『
日
本
昔
話
大
成
』
の
話
型
で
は
貧
乏
神
を
冠
し
、

原
題
に
も
貧
乏
神
の
名
を
含
む
。
し
か
し
、
貧
乏
神
の
役
割
は
、
モ
チ
ー

フ
①
に
お
い
て
富
貴
に
な
る
予
告
を
行
い
、
モ
チ
ー
フ
③
で
失
敗
し
た
際

に
は
再
び
舞
い
込
む
の
み
で
あ
る
。
モ
チ
ー
フ
①
は
金
馬
が
通
る
と
い
う

御
告
げ
を
行
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
必
ず
し
も
貧
乏
神
で
あ
る
必
要
は
な

く
、
別
の
存
在
と
互
換
が
可
能
で
あ
る
。
モ
チ
ー
フ
③
も
、
貧
乏
神
が
登

場
せ
ず
と
も
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
、
次
の
昔
話
で
あ
り
、
同
じ
話
型
で

貧
乏
神
が
別
の
存
在
と
互
換
し
成
立
し
て
い
る
。

山
形
県
東
田
川
郡
朝
日
村
大
網
（
原
題
「
か
ね
の
親
と
ぜ
ん
の
親
」）

〈
通
観
モ
チ
ー
フ
①
〉

昔
々
、
爺
と
婆
と
あ
っ
て
、
正
月
が
来
た
け
れ
ど
も

昆
布
も
買
わ
れ
な
く
て
こ
ま
っ
て
お
っ
た
。
そ
こ
で
二
人
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は
八
幡
様
に
二
十
一
日
間
夜
籠
り
を
し
た
ら
、
よ
め
ま
ぐ

ら
（
夢
枕
）
に
神
様
が
た
た
れ
て
、
明
日
の
ば
ん
げ
（
晩
）

か
ね
（
金
）
の
親
来
る
か
ら
、
し
め
れ
（
つ
か
ま
え
ろ
）、

と
い
わ
れ
た
の
で
、

〈
通
観
モ
チ
ー
フ
②
〉

爺
様
は
八
幡
様
の
縁
の
下
に
入
っ
て
、
金
の
親
の
来

る
の
を
お
か
な
く
て（
お
そ
ろ
し
く
て
）待
っ
て
居
っ
た
。

夜
に
な
っ
て
、
村
の
道
を
あ
る
く
人
も
な
く
な
っ
て
、
向

い
山
さ
テ
カ
ッ
と
あ
か
り
が
つ
く
と
、
そ
の
明
り
が
だ
ん

だ
ん
下
に
お
り
て
来
て
、
村
の
中
に
入
る
と
、
ど
ん
ど
と

八
幡
様
の
中
に
入
っ
て
来
て
、
ガ
ラ
ン
ガ
ラ
ン
と
鈴
ふ
っ

て
、
拝
ん
で
、
そ
れ
か
ら
も
ど
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、

爺
様
は
お
か
な
く
て
、
金
の
親
を
し
め
る
（
つ
か
ま
え
る
）

こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
と
う
と
う
し
め
あ
ま

し
て
し
ま
っ
た
。

〈
通
観
モ
チ
ー
フ
③
〉

す
る
と
又
夢
枕
神
が
た
っ
て
、「
明
日
の
晩
げ
、
ぜ
ん

の
親
来
る
か
ら
、
し
め
れ
。」
と
い
わ
れ
た
の
で
、
爺
様

は
又
八
幡
様
に
来
て
待
っ
て
い
る
と
、
夜
に
な
っ
て
、
人

が
あ
る
か
な
く
な
る
と
、
う
し
ろ
の
山
さ
テ
カ
ッ
と
あ
か

り
が
出
て
、
ト
ッ
ト
リ
ト
ッ
ト
リ
と
八
幡
様
の
中
に
入
っ

て
、
鈴
を
ガ
ラ
ン
ガ
ラ
ン
と
振
っ
て
拝
ん
で
、
も
ど
る
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
爺
様
は
お
か
な
く
て
、
つ
か
ま
え
る

こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
朝
に
な
っ
て
、
爺
様
は
し
か
た

な
く
八
幡
様
を
拝
ん
で
家
に
帰
っ
て
見
る
と
お
庭
に
、
ふ

ぐ
だ
び
っ
き（
が
ま
蛙
）ほ
ど
の
ぜ
ん
の
子
が
来
た
の
で
、

爺
様
は
そ
れ
を
ひ
ろ
っ
て
、
昆
布
や
ら
色
々
買
っ
て
正
月

を
し
た（

（1
（

。

　

引
用
の
昔
話
で
は
、
モ
チ
ー
フ
①
で
は
「
八
幡
様
」
が
当
該
箇
所
に
あ

ら
わ
れ
る
。ま
た
、モ
チ
ー
フ
③
で
は
貧
乏
神
は
お
ら
ず
と
も
成
立
す
る
。

話
型
と
い
う
面
か
ら
整
理
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
貧
乏
神
が
登
場
し
原
題
に

「
貧
乏
神
」
な
ど
と
さ
れ
て
い
て
も
、
貧
乏
神
を
話
型
の
名
称
に
冠
す
る

ほ
ど
の
昔
話
で
は
な
い
。
貧
乏
神
は
あ
く
ま
で
互
換
が
可
能
な
要
素
の
ひ

と
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、『
日
本
昔
話
通
観
』
の
名
称
を
と
り
、
貧
乏
神

の
名
を
冠
す
る
こ
と
の
な
い
、
昔
話
「
大
み
そ
か
の
金
馬
」
と
し
、
モ
チ
ー

フ
構
成
は
、『
日
本
昔
話
大
成
』「
二
〇
一
Ｂ　

貧
乏
神
」
を
と
る
の
が
妥

当
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
『
日
本
昔
話
大
成
』「
四
七
一　

何
が
怖
い
」、『
日
本
昔
話
通
観
』「
五
九

Ａ　

貧
乏
神　

─
何
が
嫌
い
」、『
日
本
昔
話
通
観
』「
六
六
一　

何
が
こ

わ
い
」
に
該
当
す
る
話
型
〈
は
〉
も
、
ま
た
然
り
で
あ
る
。
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群
馬
県
吾
妻
郡
六
合
村
根
広
（
原
題
「
何
が
一
番
怖
い
」）

〈
通
観
モ
チ
ー
フ
①
〉

お
正
月
さ
、
い
く
ら
働
い
て
も
、
お
金
の
た
ま
ら
な

い
家
が
あ
っ
た
っ
て
さ
。
そ
う
し
た
ら
お
正
月
の
十
四
日

の
朝
げ
、
き
ょ
う
働
い
ち
ゃ
あ
、
き
ょ
う
食
う
よ
う
な
働

き
し
て
い
る
。
起
き
て
ま
あ
、
じ
い
さ
ん
が
、
御
飯
の
食

べ
ね
え
で
働
い
て
く
べ
え
な
ん
て
、
奥
さ
ん
と
話
し
い
し

て
い
た
っ
て
さ
。
そ
う
し
た
ら
、
二
階
の
よ
う
な
と
こ
か

ら
、
変
な
も
ん
が
降
り
て
来
た
っ
て
さ
。「
旦
那
さ
ん
、

仕
事
に
行
く
ん
か
」
っ
て
わ
け
だ
。「
仕
事
に
行
か
な
け

り
ゃ
あ
、
き
ょ
う
食
べ
る
食
べ
物
が
ね
え
だ
か
ら
、
行
か

な
け
り
ゃ
あ
な
ん
ね
え
」「
い
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。

お
茶
ぐ
れ
え
ゆ
っ
く
り
飲
ん
で
」。
そ
れ
で
ま
あ
、
お
茶

く
れ
た
り
な
ん
だ
り
し
て
い
た
ら
、「
い
ろ
い
ろ
怖
い
話
ぅ

す
べ
え
じ
ゃ
ね
え
か
、い
や
な
話
ぅ
す
べ
え
じ
ゃ
ね
え
か
」

「
あ
あ
、
そ
り
ゃ
あ
よ
か
ん
べ
」「
お
め
え
は
何
が
嫌
え

だ
い
」
っ
て
、
ゆ
っ
た
っ
て
さ
。
そ
う
し
た
り
ゃ
、
そ
り
ゃ

あ
貧
乏
神
だ
っ
た
っ
て
。「
お
り
ゃ
あ
は
あ
、
何
で
も

十
四
日
の
朝
げ
に
、
松
葉
い
ぶ
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
何
よ

り
こ
え
え
（
怖
い
）」
っ
て
、
貧
乏
神
が
ゆ
っ
た
っ
て
さ
。

「
旦
那
さ
ん
な
、
何
が
嫌
え
だ
い
」
っ
て
、
貧
乏
神
が
ゆ
っ

た
っ
て
。「
お
り
ゃ
あ
、
何
し
ろ
お
金
の
財
布
が
何
よ
り

嫌
え
だ
か
ら
、
そ
う
だ
か
ら
、
こ
う
し
て
貧
乏
だ
が
、
別

に
病
み
も
し
ね
え
で
、
健
康
で
働
く
だ
か
ら
結
構
だ
」
っ

て
、旦
那
さ
ん
が
ゆ
っ
た
っ
て
さ
。「
は
あ
そ
う
か
い
」で
、

〈
通
観
モ
チ
ー
フ
②
〉

ま
あ
働
か
な
く
ち
ゃ
な
ん
ね
え
か
ら
、
旦
那
さ
ん
が

稼
ぎ
行
っ
た
っ
て
さ
。「
よ
し
、
こ
れ
で
お
り
ゃ
あ
は
お

金
が
た
ま
ら
ね
え
、
こ
ん
な
に
稼
え
で
も
た
ま
ら
ね
え
だ

か
ら
、
十
四
日
の
朝
げ
に
、
う
ん
と
松
葉
い
ぶ
し
て
み
べ

え
」
子
ど
も
に
松
葉
う
ん
と
し
ょ
わ
せ
て
来
て
、
い
ぶ
し

た
っ
て
さ
。

〈
通
観
モ
チ
ー
フ
③
〉
さ
あ
そ
う
し
た
ら
、そ
の
貧
乏
神
が
降
り
て
来
て
、「
こ

ん
な
旦
那
さ
ん
ち
ゅ
う
は
、
あ
り
ゃ
あ
し
ね
え
。
俺
が
厭

な
松
葉
こ
ん
な
に
い
ぶ
し
て
、
俺
だ
っ
て
、
旦
那
さ
ん
の

い
や
な
金
財
布
投
げ
て
く
れ
る
」
っ
て
、
金
の
い
っ
ぱ
い

た
ま
っ
た
の
を
、
ト
サ
ン
ト
サ
ン
て
え
ら
い
投
げ
て
、
そ

う
し
て
逃
げ
て
行
っ
た
っ
て（

（1
（

。

　
『
日
本
昔
話
通
観
』「
六
六
一　

何
が
こ
わ
い
」
モ
チ
ー
フ
構
成
に
の
っ

と
り
、
仮
に
〈
通
観
モ
チ
ー
フ
〉
を
付
し
た
。
話
型
〈
は
〉
で
も
、
貧
乏

神
が
他
の
存
在
と
互
換
さ
れ
た
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。し
か
も
、話
型〈
は
〉
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は
、
互
換
さ
れ
た
存
在
も
ま
た
、
苦
手
な
も
の
が
な
い
と
成
立
し
な
い
昔

話
で
あ
る
。そ
の
た
め
、苦
手
な
も
の
も
ま
た
互
換
さ
れ
る
要
素
と
な
る
。

次
に
例
と
な
る
昔
話
を
挙
げ
る
。

徳
島
県
美
馬
郡
美
馬
町
（
原
題
「
き
こ
り
と
う
わ
ば
み
」）

〈
通
観
モ
チ
ー
フ
①
〉

む
か
し
、
あ
る
人
が
山
を
奥
へ
奥
へ
と
行
く
と
日
が

暮
れ
て
し
も
う
た
。
ち
ょ
う
ど
木
挽
が
い
た
の
で
泊
め
て

く
れ
と
た
の
む
と
、
木
挽
は
「
食
う
物
は
あ
る
が
何
か
出

て
来
て
、
お
ま
え
が
食
わ
れ
て
も
知
ら
ん
ぞ
」
と
い
う
の

で
い
っ
そ
向
う
の
山
へ
行
こ
う
か
と
思
っ
た
が
、
ひ
ょ
っ

と
戸
口
を
見
る
と
、
大
き
な
「
う
わ
ば
み
」
が
戸
口
一
ぱ

い
に
広
が
っ
て
寝
て
い
た
。
戸
口
の
う
わ
ば
み
を
ふ
ま
ず

に
中
に
入
れ
と
い
う
の
で
中
に
入
り
二
人
は
話
し
を
し

た
。
何
が
お
と
ろ
し
い
か
と
い
う
の
で
、
人
間
は
一
分
小

判
が
お
と
ろ
し
い
と
い
う
と
、
そ
ば
の
う
わ
ば
み
は
「
煙

草
の
ヤ
ニ
」
が
お
と
ろ
し
い
と
い
う
た
。

〈
通
観
モ
チ
ー
フ
②
〉

あ
く
る
日
の
晩
山
う
ば
が
来
る
が
、
そ
の
時
じ
ょ
う

ろ
り
を
か
た
る
か
ら
、
大
口
で
笑
へ
と
い
う
た
。
き
こ
り

は
七
人
の
き
せ
る
の
ヤ
ニ
を
あ
つ
め
「
い
ん
ろ
う
」
に
つ

め
て
い
た
。
山
う
ば
が
来
て
大
口
で
笑
う
た
時
、
ヤ
ニ
を

口
の
中
へ
ほ
う
り
こ
む
と
、
う
わ
ば
み
は
来
年
の
今
頃
み

と
け
と
い
う
て
に
げ
て
か
え
っ
た
。

〈
通
観
モ
チ
ー
フ
③
〉
あ
く
る
年
の
こ
ん
夜
ま
た
う
わ
ば
み
が
や
っ
て
来
て
、

「
去
年
の
今
頃
お
ぼ
え
と
る
か
」
と
い
う
て
、
屋
根
を
上

か
ら
破
っ
て
中
に
入
り
こ
み
、こ
ば
ん
を
ほ
う
り
こ
ん
で
、

山
奥
へ
い
ん
だ
が
（
帰
っ
た
）
が
、
き
こ
り
は
殺
さ
れ
る

と
思
う
た
が
殺
さ
れ
ず
に
小
判
が
た
く
さ
ん
で
け
た（

（1
（

。

　

文
意
の
と
れ
な
い
箇
所
も
あ
る
が
、
貧
乏
神
に
相
当
す
る
存
在
は
「
う

わ
ば
み
」
に
互
換
さ
れ
、
苦
手
な
も
の
は
「
た
ば
こ
の
や
に
」
で
あ
る
。

民
間
で
は
現
実
に
「
う
わ
ば
み
」
が
苦
手
で
あ
る
と
さ
れ
た
「
た
ば
こ
の

や
に
」
を
、
昔
話
で
も
苦
手
な
も
の
と
す
る
。

　

貧
乏
神
が
相
手
の
場
合
は
、
働
い
た
り
掃
除
を
し
た
り
す
る
と
い
う
行

為
を
怖
い
と
す
る
も
の
と
、
何
ら
か
の
呪
術
的
な
行
為
を
怖
い
と
す
る
も

の
が
あ
り
、
呪
術
的
な
行
為
に
よ
る
も
の
は
、
風
習
と
結
び
つ
け
ら
れ
る

も
の
や
、
加
工
す
る
と
増
え
る
も
の
を
苦
手
と
す
る
な
ど
、
苦
手
の
理
由

を
推
測
で
き
る
も
の
も
あ
る
が
、
外
部
か
ら
は
意
味
の
な
い
よ
う
な
行
為

に
み
え
る
も
の
も
あ
る
。
貧
乏
神
の
苦
手
と
答
え
る
も
の
は
『
日
本
昔
話

通
観
』
で
み
る
限
り
、
働
い
た
り
掃
除
を
し
た
り
す
る
と
い
う
行
為
を
除

く
と
、
宮
城
県
仙
南
地
方
の
事
例
は
か
ら
鉢
を
ま
わ
す
の
と
火
を
焚
く
こ
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と
、
群
馬
県
吾
妻
郡
六
合
村
根
広
の
事
例
は
十
四
日
の
朝
に
松
を
い
ぶ
す

こ
と
、
新
潟
県
新
発
田
市
東
新
町
の
事
例
は
掃
除
に
並
び
塩
水
を
か
け
ら

れ
る
と
体
が
溶
け
る
、
新
潟
県
上
越
市
東
本
町
の
事
例
は
念
仏
、
新
潟
県

中
魚
沼
郡
川
西
町
高
倉
の
事
例
は
豆
殻
を
燃
や
す
こ
と
、
京
都
府
宮
津
市

松
尾
の
事
例
は
酢
、
岡
山
県
苫
田
郡
加
茂
町
の
事
例
は
清
潔
に
す
る
こ
と

と
豆
腐
を
焼
く
香
り
、岡
山
県
苫
田
郡
上
斎
原
村
本
村
の
事
例
は
お
か
ら
、

香
川
県
仲
多
度
郡
多
度
津
町
佐
柳
島
長
崎
の
事
例
で
は
豆
腐
と
お
か
ら
、

香
川
県
仲
多
度
郡
多
度
津
町
佐
柳
島
長
崎
浦
の
事
例
は
古
い
味
噌
と
、

様
々
で
あ
る
。
相
手
が
、
現
実
で
認
識
し
難
い
「
貧
乏
神
」
で
あ
る
場
合

に
は
、
現
実
で
も
認
識
が
可
能
な
「
う
わ
ば
み
」
の
よ
う
に
、
現
実
に
苦

手
と
さ
れ
る
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、筋
書
き
を
保
ち
、

ま
た
面
白
く
す
る
た
め
に
、
無
意
味
な
行
為
を
貧
乏
神
の
苦
手
な
こ
と
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
話
型
で
あ
っ
て
も
、
貧
乏
神
は
別
の
存
在
と
互
換
し
て
も
成
立
す

る
。
貧
乏
神
を
話
型
の
名
称
に
冠
す
る
よ
う
な
、
こ
れ
ま
で
の
貧
乏
神
の

昔
話
と
同
列
に
扱
う
べ
き
で
は
な
い
。
名
称
な
ら
び
に
モ
チ
ー
フ
構
成
と

も
に
『
日
本
昔
話
大
成
』「
四
七
一　

何
が
怖
い
」
も
し
く
は
『
日
本
昔

話
通
観
』「
六
六
一　

何
が
こ
わ
い
」を
と
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
れ
に
よ
り
二
重
に
整
理
さ
れ
て
い
た
『
日
本
昔
話
通
観
』「
五
九
Ａ　

貧
乏
神
─
何
が
嫌
い
」
は
解
消
さ
れ
る
。

　

残
る
は
、『
日
本
昔
話
通
観
』「
五
九
Ｂ　

貧
乏
神
─
大
食
い
型
」
に
該

当
す
る
、
話
型
〈
に
〉
だ
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
話
型
を
挙
げ
る
『
日
本
昔

話
通
観
』
に
は
、
こ
の
話
型
に
合
致
す
る
昔
話
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
合
致

す
る
と
し
て
示
さ
れ
る
該
当
の
昔
話
を
確
認
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
に
整
理

し
た
話
型
に
落
と
し
こ
む
こ
と
の
で
き
る
昔
話
、
乃
至
、
孤
立
伝
承
話
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
話
型
は
、
登
場
す
る
貧
乏
神
と
い
う
要
素
を
別
の
存

在
と
し
て
互
換
で
き
な
い
な
ら
ば
、
昔
話
「
貧
乏
神　

─
孤
立
伝
承
話
」

と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
、『
日
本
昔
話
大
成
』、『
日
本
昔
話
通
観
』
で
整
理
さ
れ
て

い
た
話
型
を
整
理
し
、
昔
話
「
貧
乏
神　

─
随
伴
型
」、
昔
話
「
貧
乏
神　

─
退
散
型
」、
昔
話
「
貧
乏
神　

─
招
集
型
」、（
昔
話
「
貧
乏
神　

─
孤

立
伝
承
話
」）、
昔
話
「
大
み
そ
か
の
金
馬
」、
昔
話
「
何
が
怖
い
」
と
、

整
理
し
な
お
す
こ
と
が
で
き
た
。
昔
話
「
貧
乏
神　

─
〇
〇
型
」
と
し
た

昔
話
は
、
貧
乏
神
が
他
の
存
在
と
互
換
す
る
と
成
立
し
な
い
も
の
で
、
貧

乏
神
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
殊
に
重
要
な
話
型
と
い
え
よ
う
。

五
　
昔
話
「
貧
乏
神
」
構
造
整
理

　

整
理
し
た
話
型
を
用
い
、
貧
乏
神
を
別
の
存
在
と
互
換
で
き
な
い
話
型

を
炙
り
だ
し
た
と
こ
ろ
で
、
何
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
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昔
話
「
貧
乏
神　

─
随
伴
型
」、
昔
話
「
貧
乏
神　

─
退
散
型
」、
昔
話

「
貧
乏
神　

─
招
集
型
」
を
さ
ら
に
確
認
す
る
と
、
細
か
い
要
素
を
削
ぎ

落
と
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
昔
話
「
貧
乏
神
」
の
素
地
と
な
る
、

次
の
よ
う
な
話
型
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

昔
話
「
貧
乏
神
」

一
、
主
人
公
は
何
ら
か
の
行
為
を
す
る
。

二
、
貧
乏
神
が
あ
ら
わ
れ
る
。

三
、 （a

）
貧
乏
神
は
退
散
す
る
。（b

）
貧
乏
神
は
随
伴
す
る
。（c

）
貧

乏
神
は
招
集
す
る
。

　

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
抽
出
し
た
話
型
で
あ
る
、
昔
話
「
貧
乏
神　

─
随

伴
型
」、昔
話「
貧
乏
神　

─
退
散
型
」、昔
話「
貧
乏
神　

─
招
集
型
」は
、

昔
話
「
貧
乏
神
」
の
モ
チ
ー
フ
三
に
よ
る
分
岐
に
過
ぎ
な
い
。
構
造
を
整

理
す
べ
く
、
ま
ず
は
モ
チ
ー
フ
ご
と
に
並
べ
、
富
貴
と
貧
窮
の
流
れ
を
確

認
す
る
。

　

モ
チ
ー
フ
一
に
お
い
て
行
っ
た
行
為
に
よ
り
、
モ
チ
ー
フ
二
で
隠
匿
さ

れ
て
い
た
貧
乏
神
（−

）
が
顕
現
す
る
ま
で
は
、
い
ず
れ
も
同
一
で
あ
る
。

モ
チ
ー
フ
三
で
貧
乏
神
（−

）
が
退
散
し
（±

）
と
な
る
こ
と
で
通
常
の

状
態
に
も
ど
る
も
の
が
「
退
散
型
」
と
な
り
、
貧
乏
神
（−

）
が
随
伴
す

る
、
す
な
わ
ち
、（−

）
が
そ
ま
ま
で
あ
る
も
の
が
、「
随
伴
型
」
と
な
り
、

貧
乏
神
（−

）
が
招
集
す
る
、
す
な
わ
ち
、（−

）
が
増
加
す
る
も
の
が
、

「
招
集
型
」
と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、「
退
散
型
」
は
通
常
の
状
態
に
も
ど
っ

た
の
み
だ
が
、
富
貴
が
示
唆
さ
れ
、「
随
伴
型
」
は
、
こ
の
ま
ま
貧
窮
が

維
持
さ
れ
、「
招
集
型
」は
、さ
ら
な
る
貧
窮
に
よ
る
没
落
が
示
唆
さ
れ
る
。

　

こ
れ
を
構
造
と
し
て
み
る
た
め
、
さ
ら
に
（−

）
を
付
し
、
モ
チ
ー
フ

構
成
に
と
ら
わ
れ
ず
話
の
中
で
の
時
系
列
を
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
構
造

の
整
理
が
可
能
で
あ
る
。
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す
べ
て
は
、
常
の
家
宅
に
（±

）
貧
乏
神
（−

）
が
憑
依
し
、（−

）

に
傾
く
が
、
そ
の
際
に
行
っ
た
動
作
に
よ
っ
て
、
貧
乏
神
（−

）
は
、
減

少
、
維
持
、
増
加
の
い
ず
れ
を
と
る
か
、
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
紙
面
で
あ
る
た
め
該
当
の
行
為
を
、推
奨
す
る
行
為
、無
意
味
な
行
為
、

忌
避
す
る
行
為
と
書
か
ざ
る
を
得
な
い
。し
か
し
、ど
の
よ
う
な
行
為
が
、

推
奨
す
る
行
為
、
無
意
味
な
行
為
、
忌
避
す
る
行
為
で
あ
る
と
は
じ
め
か

ら
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
貧
乏
神
（−

）
が
退
散
（−

）
し

た
、−

（−

）
と
な
る
行
為
で
あ
っ
た
か
ら
、
つ
ま
り
そ
の
行
為
は
（＋

）

で
あ
る
推
奨
す
る
行
為
で
あ
る
、
貧
乏
神
（−

）
が
憑
依
し
た
ま
ま
（±

）

で
あ
る
か
ら
、±

（−

）
と
な
る
行
為
で
あ
っ
た
か
ら
、
つ
ま
り
そ
の
行

為
は
（±

）
で
あ
る
無
意
味
な
行
為
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
、
貧
乏
神
（−

）

が
増
え
た
（＋

）
か
ら
、＋

（−

）
と
な
る
行
為
で
あ
っ
た
か
ら
、
つ
ま

り
そ
の
行
為
は
（−

）
で
あ
る
忌
避
さ
れ
る
行
為
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
、

と
す
る
。

　

こ
れ
を
再
度
、
あ
え
て
モ
チ
ー
フ
構
成
に
も
ど
す
と
、
モ
チ
ー
フ
一
が

推
奨
す
る
行
為
で
あ
る
か
、
無
意
味
の
行
為
で
あ
る
か
、
忌
避
す
る
行
為

で
あ
る
か
は
、
モ
チ
ー
フ
三
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
モ
チ
ー
フ
一
が
忌

避
す
る
行
為
に
み
え
て
も
、
モ
チ
ー
フ
三
で
貧
乏
神
の
退
散
（
＋
）
な
ら

ば
、
モ
チ
ー
フ
一
は
推
奨
す
る
行
為
（＋

）
と
み
な
さ
れ
、
一
例
と
し
て
、

年
越
に
火
を
焚
く
由
来
譚（

11
（

と
な
る
も
の
も
あ
る
。
モ
チ
ー
フ
一
が
推
奨
す

る
行
為
に
み
え
て
も
、
モ
チ
ー
フ
三
で
貧
乏
神
の
増
加
（−

（

）
な
ら
ば
、

モ
チ
ー
フ
一
は
忌
避
す
る
行
為
（−

）
と
み
な
さ
れ
る
。
便
宜
上
、
世
俗

的
な
行
為
か
、
呪
術
的
な
行
為
か
と
分
け
た
も
の
の
、
現
在
の
価
値
観
に

よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
本
来
は
分
け
る
必
要
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

昔
話
「
貧
乏
神
」
は
、
特
定
の
行
為
を
、
推
奨
、
無
意
味
、
忌
避
す
べ

き
も
の
で
あ
る
と
断
ず
る
、
教
訓
を
基
盤
と
し
た
昔
話
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。

結
言

　

貧
乏
神
の
登
場
す
る
昔
話
の
話
型
の
整
理
は
混
乱
し
て
い
た
が
、
改
め

て
整
理
す
る
と
、
貧
乏
神
が
登
場
し
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
、
話
型
名
に

貧
乏
神
と
冠
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
昔
話
「
貧
乏
神　

─
〇
〇
型
」
と
で

き
る
孤
立
伝
承
話
を
含
む
四
つ
の
話
型
と
、
要
素
の
ひ
と
つ
に
貧
乏
神
が

登
場
す
る
こ
と
も
あ
る
が
別
の
存
在
に
互
換
が
可
能
で
あ
る
昔
話
と
に
分

け
る
こ
と
が
で
き
た
。
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前
者
の
、
貧
乏
神
が
他
の
存
在
と
互
換
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に

限
る
と
、
昔
話
「
貧
乏
神　

─
随
伴
型
」、
昔
話
「
貧
乏
神　

─
退
散
型
」、

昔
話
「
貧
乏
神　

─
招
集
型
」、
そ
れ
に
、
孤
立
伝
承
話
を
あ
わ
せ
た
も

の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
昔
話
「
貧
乏
神
」
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
、
構
造
ま

で
も
踏
み
こ
め
ば
結
末
に
貧
乏
神
が
ど
う
な
る
か
に
よ
っ
て
、
特
定
の
行

為
を
、推
奨
す
る
か
、無
意
味
か
、忌
避
す
る
行
為
か
断
ず
る
も
の
で
あ
っ

た
。
昔
話
「
貧
乏
神
」
は
、
教
訓
を
基
盤
と
し
た
昔
話
で
あ
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
。

　

本
稿
で
の
作
業
は
、
あ
く
ま
で
昔
話
に
あ
ら
わ
れ
る
貧
乏
神
に
つ
い
て

の
基
礎
研
究
に
過
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
昔
話
「
貧
乏
神
」
を
研
究
す
る

に
用
い
る
事
例
の
指
針
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
背
景
か
ら
は
、
現
行
の

話
型
整
理
の
不
備
を
指
摘
で
き
よ
う
。
本
稿
で
は
紙
面
の
都
合
に
よ
り
基

準
を
示
す
に
留
め
、
具
体
的
な
事
例
の
比
較
は
趣
旨
が
異
な
る
点
、
今
後

の
事
例
の
増
加
を
考
慮
す
る
点
、
本
稿
で
整
理
し
た
話
型
の
複
合
し
た
昔

話
の
事
例
の
あ
る
点
か
ら
、
厳
密
な
話
数
を
示
す
こ
と
は
あ
え
て
行
わ
な

い
が
、
管
見
に
入
る
貧
乏
神
の
あ
ら
わ
れ
る
昔
話
の
事
例
の
約
一
二
〇
例（

1（
（

は
、ほ
と
ん
ど
す
べ
て
本
稿
の
話
型
の
分
類
で
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
で
示
す
話
型
を
応
用
し
た
論
考
は
改
め
て
示
し
た
い
。
話
型
に
関
す

る
考
察
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註（
１
） 

拙
稿「
日
本
に
お
け
る
貧
乏
神
譚
の
研
究
」『
國
學
院
雜
誌
』第
一
二
〇
巻
第
七
号
、

國
學
院
大
學
、
二
〇
一
九
。

（
２
） 

拙
稿
「
貧
乏
神
図
像
の
変
遷
」『
國
學
院
大
學
大
學
院
紀
要
─
文
学
研
究
科
─
』

第
五
十
五
輯
、
國
學
院
大
學
大
学
院
、
二
〇
二
四
。

（
３
） 

加
藤
ま
ど
か
「
貧
乏
神
伝
承
の
構
造
」『
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
』

第
三
七
号
、
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
学
生
会
、
二
〇
一
〇
。

（
４
） 

関
敬
吾
・
野
村
純
一
・
大
島
廣
志
編
『
日
本
昔
話
大
成
第
一
一
巻　

資
料
編
』
角

川
書
店
、
一
九
八
〇
。

（
５
） 『
日
本
昔
話
通
観
第
二
八
巻　

昔
話
タ
イ
プ
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
』
同
朋
社
、

一
九
八
八
。

（
６
） 

佐
々
木
徳
夫
編
『
日
本
の
昔
話
一
一　

永
浦
誠
喜
翁
の
昔
話　

宮
城
』
日
本
放
送

出
版
協
会
、
一
九
七
五
。

（
７
） 

石
川
純
一
郎
『
会
津
舘
岩
村
民
俗
誌
』
舘
岩
村
教
育
委
員
会
、
一
九
七
四
。

（
８
） 

水
沢
謙
一
『
赤
い
聞
耳
ず
き
ん
』
野
島
出
版
、
一
九
六
九
。

（
９
） 

大
藤
ゆ
き『
鎌
倉
の
民
俗
』か
ま
く
ら
春
秋
社
、一
九
七
七
。「
民
間
文
芸
」に
よ
っ

た
。

（
（0
） 

越
智
郡
玉
川
町
教
育
委
員
会
・
越
智
郡
玉
川
町
教
育
研
究
会
編
『
玉
川
の
民
話
』

越
智
郡
玉
川
町
教
育
委
員
会
・
越
智
郡
玉
川
町
教
育
研
究
会
、
一
九
六
九
。

（
（（
） 

下
田
村
立
鹿
峠
中
学
校
編
『
越
後
下
田
郷
昔
話
集
』
下
田
村
中
央
公
民
館
、

一
九
七
六
。

（
（（
） 

武
田
正
編
『
日
本
の
昔
話
四　

羽
前
の
昔
話
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、

一
九
七
三
。

（
（（
） 
柴
口
成
浩
・
柴
口
幸
子
編
『
三
室
む
か
し
こ
っ
ぷ
り
─
岡
山
県
阿
哲
郡
神
郷
町
三

室
昔
話
集
─
』
発
行
所
不
詳
、
一
九
六
九
。

（
（4
） 

有
馬
英
子
編
『
全
国
昔
話
資
料
集
成
三　

鹿
児
島
昔
話
集
』
岩
崎
美
術
社
、

一
九
七
四
。
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（
（5
） 
た
だ
し
、
前
近
代
の
文
献
に
載
る
事
例
な
が
ら
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
の
『
春

波
楼
筆
記
』
に
あ
る
、
鎌
倉
の
「
ど
こ
も
地
蔵
」
に
ま
つ
わ
る
伝
説
は
、「
鎌
倉

に
ど
こ
も
地
蔵
と
云
ふ
あ
り
。
或
時
堂
守
の
僧
参
詣
も
な
き
堂
を
守
る
よ
り
、
何

方
へ
な
り
と
も
立
ち
の
く
べ
し
と
思
ひ
。
其
の
夜
夢
に
地
蔵
の
曰
く
、
ど
こ
も

〳
〵
と
云
ふ
。
老
僧
目
を
覚
し
考
へ
思
ふ
に
、
何
方
も
〳
〵
同
じ
事
と
云
ふ
事
な

る
べ
し
と
て
、
生
涯
此
の
堂
に
終
り
ぬ
」
と
、
類
話
で
あ
り
貧
乏
神
が
「
ど
こ
も

地
蔵
」
に
互
換
さ
れ
た
よ
う
な
話
が
み
え
る
。
し
か
し
、「
ど
こ
も
地
蔵
」
は
追

跡
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
追
跡
し
よ
う
と
す
る
存
在
で
あ
る
の
で
あ
れ

ば
、
貧
乏
神
で
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。（『
日
本
随
筆
大
成
〈
第
一
期
〉

二
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
。「
春
波
楼
筆
記
」
に
よ
っ
た
）

（
（6
） 

水
沢
謙
一
『
お
ば
ば
の
昔
ば
な
し
』
野
島
出
版
、
一
九
六
六
。

（
（7
） 

清
野
久
雄
『
千
貫
長
者
─
庄
内
の
昔
話
─
』
庄
内
民
俗
学
会
、
一
九
六
八
。「
致

富
ば
な
し
」
に
よ
っ
た
。

（
（8
） 

柾
谷
明
編
『
全
国
昔
話
資
料
集
成
三
一　

吾
妻
昔
話
集
』
岩
崎
美
術
社
、

一
九
七
九
。

（
（9
） 

荒
岡
一
夫
『
美
馬
の
民
俗 

前
編
』
発
行
所
不
詳
、
一
九
六
三
。

（
（0
） 

牛
津
町
民
話
採
訪
報
告
書
『
牛
津
の
民
話
』
に
よ
る
と
、
佐
賀
県
小
城
郡
牛
津
町

の
事
例
と
し
て
、「
ま
た
、
伝
承
場
所
と
し
て
興
味
を
引
く
も
の
に
、
大
歳
の
晩

の
火
焚
き
場
所
で
あ
る
に
わ
ん
な
か
（
土
間
）
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

詳
し
く
は
不
明
で
あ
る
が
、
友
田
地
区
に
お
い
て
、
十
二
月
三
十
一
日
、
土
間
で

菊
等
を
燃
や
す
行
事
が
行
れ
た
際
、
貧
乏
神
を
追
い
出
す
話
や
福
の
神
を
入
れ
る

話
（
両
者
と
も
採
集
は
で
き
な
か
っ
た
）
と
と
も
に
昔
話
が
語
ら
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
昔
話
の
機
能
が
単
に
娯
楽
や
教
育
の
た
め
だ
け
で
な
い
こ
と
を

示
す
も
の
と
い
え
よ
う
」
と
あ
る
。「
貧
乏
神
を
追
い
出
す
話
」
は
、
恐
ら
く
は

昔
話
「
貧
乏
神  

─
退
散
型
」
で
あ
り
、
年
越
に
火
を
焚
く
こ
と
を
推
奨
す
る
行

為
と
す
る
た
め
の
由
来
譚
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
牛
津
町
民
話
採
訪
報
告
書
『
牛

津
の
民
話
』
佐
賀
民
話
の
会
、
一
九
八
五
。「
採
訪
結
果
の
概
要
」
に
よ
っ
た
）

（
（（
） 

昔
話
集
に
は
稀
覯
本
も
多
く
、
事
例
の
偏
り
を
避
け
る
た
め
に
、
ま
た
、
本
稿
は

あ
く
ま
で
話
型
に
関
す
る
論
考
で
あ
る
た
め
に
、
お
お
よ
そ
の
参
考
と
す
る
に
は

問
題
な
い
と
判
断
し
、
資
料
集
に
の
み
紹
介
さ
れ
る
事
例
も
数
に
含
め
た
。


