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1 

 

序
章 
問
題
の
所
在 

 

第
一
節 

研
究
の
目
的 

  

本
研
究
は
、「
イ
タ
コ
」
と
い
う
民
俗
宗
教
の
事
例
を
対
象
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
宗
教
表
象
の
形
成
と
、
こ
れ
が
生
み
出
し
た
新
た
な
宗
教
的
現
実

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
宗
教
表
象
の
「
受
容
」
の
局
面
に
光
を
当
て
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。 

 

日
本
で
は
情
報
伝
達
技
術
の
発
達
に
伴
う
社
会
の
情
報
化
を
背
景
に
、
一
九
八
〇
年
代
頃
よ
り
宗
教
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
が
研
究
の
俎
上
に
載
せ

ら
れ
始
め
、
以
降
、
教
団
の
メ
デ
ィ
ア
利
用
に
代
表
さ
れ
る
「
表
象
す
る
者
（
表
象
主
体
）
と
し
て
の
宗
教
」
か
ら
、
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
や
娯
楽
番
組
に
見
る

《
宗
教
》
の
姿
と
い
っ
た
「
表
象
さ
れ
る
者
（
表
象
客
体
）
と
し
て
の
宗
教
」
へ
と
視
野
を
広
げ
つ
つ
、
「
宗
教
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
は
着
実
に
宗
教
学
と
い

う
学
問
分
野
の
中
に
一
定
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
築
い
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
の
立
場
を
取
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
宗
教
表
象
の
発
信
過
程
を
扱
う
研

究
が
順
調
に
蓄
積
を
増
や
し
て
い
く
一
方
で
、
受
容
過
程
に
つ
い
て
は
、
未
だ
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。
一
部
の
研
究
者

に
よ
る
試
み
を
除
け
ば
、
こ
の
局
面
と
向
き
合
う
取
り
組
み
は
ご
く
僅
か
に
過
ぎ
な
い
。 

因
果
関
係
の
実
証
に
係
る
困
難
を
は
じ
め
、
個
人
を
取
り
巻
く
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
複
雑
化
、
受
容
者
の
個
別
性
な
ど
、
想
定
さ
れ
る
阻
害
要
因
は
枚
挙
に
暇

が
な
い
。
と
は
言
え
、
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
」
が
当
該
研
究
の
主
要
な
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
、
「
受
容
」
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
価
値
が
見
出
さ
れ
て

き
た
以
上
、
こ
れ
を
不
問
の
ま
ま
に
「
宗
教
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
を
語
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
本
研
究
は
、「
情
報
化
社
会
の
宗
教
」
の
姿
を
、「
表

象
主
体
」
や
「
表
象
客
体
」
と
い
っ
た
「
表
象
発
信
」
の
局
面
に
で
は
な
く
、
「
表
象
受
容
」
の
局
面
に
求
め
る
試
み
を
通
じ
て
、
こ
う
し
た
問
題
点
を
乗
り
越

え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

研
究
対
象
と
す
る
「
イ
タ
コ
」
は
、
東
北
地
方
北
部
に
存
在
し
て
き
た
盲
目
な
い
し
弱
視
の
民
間
巫
者
で
あ
り
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
作
用
に
よ
っ
て
、
今

や
そ
の
存
在
は
全
国
的
に
認
知
さ
れ
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
イ
タ
コ
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
に
民
俗
学
や
宗
教
学
な
ど
の
学
問
分
野
に
お
い
て
盛
ん
に
行
わ

れ
、
一
連
の
研
究
で
も
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
に
つ
い
て
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
実
際
い
か
に
《
イ
タ
コ
》
と
い
う
表
象
を



2 

 

作
り
上
げ
、
こ
の
像
が
イ
タ
コ
を
め
ぐ
る
民
俗
文
化
を
い
か
に
変
え
た
の
か
等
、
そ
の
内
実
は
現
在
に
至
る
ま
で
問
わ
れ
て
き
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
本
研
究

は
「
宗
教
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
の
み
な
ら
ず
、「
イ
タ
コ
」
の
文
脈
に
お
い
て
も
、
一
定
の
寄
与
を
果
た
し
得
る
取
り
組
み
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
出
来

よ
う
。 

な
お
、
こ
こ
ま
で
「
表
象
」
と
い
う
語
を
何
度
か
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
般
に
「
表
現
す
る
こ
と
」
「
代
行
・
代
表
」
「
上
演
」
な
ど
を
意
味
す
る

「r
e

p
r
e

s
e

n
ta

tio
n

」
の
訳
語
で
あ
る
。
『
コ
ン
サ
イ
ス
２
０
世
紀
思
想
事
典
』
の
「
何
も
の
か
を
心
、
意
識
、
精
神
に
思
い
描
く
こ
と
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
し

て
思
い
描
か
れ
た
も
の
」
１

と
い
う
解
説
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
表
象
」
の
確
固
た
る
定
義
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
イ
メ
ー
ジ
」

や
「
シ
ン
ボ
ル
」
と
い
っ
た
類
語
の
存
在
を
踏
ま
え
た
場
合
、
そ
こ
に
は
①
事
実
そ
れ
自
体
で
は
な
い
も
の
と
し
て
の
「
代
行
」
、
そ
し
て
②
代
行
を
生
み
出
す

操
作
に
係
る
「
恣
意
性
」
と
い
う
二
つ
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
本
研
究
で
は
、
こ
の
二
点
を
重
視
し
て
「
表
象
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。 

 

第
二
節 

本
研
究
の
意
義
―
「
宗
教
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
を
め
ぐ
る
研
究
と
そ
の
問
題
点
― 

  

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
、
宗
教
と
い
う
文
化
事
象
を
語
る
う
え
で
避
け
て
は
通
れ
な
い
、
宗
教
を
め
ぐ
る
諸
学
に
と
っ
て
の
主
要
な
研
究
対
象
と
認
識
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。「
メ
デ
ィ
ア
が
生
み
出
す
神
々
」（
『
現
代
宗
教
２
０
０
８
』
）
や
「
宗
教
と
映
像
メ
デ
ィ
ア
」（
『
宗
教
と
現
代
が
わ
か
る
本
２
０
１
０
』
）

と
い
っ
た
近
年
の
特
集
は
、
「
宗
教
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
の
学
問
的
な
地
位
の
確
立
を
象
徴
す
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
２

。 

媒
体
を
意
味
す
る
「
メ
デ
ィ
ア
（m

e
d

ia

）
」
に
、「
大
量
の
」
を
示
す
「
マ
ス
（m

a
s
s

）
」
の
語
が
付
さ
れ
て
作
ら
れ
た
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
（m

a
s
s
 m

e
d

ia

）
」

は
、
そ
の
成
り
立
ち
の
と
お
り
、
不
特
定
多
数
の
人
々
に
情
報
を
発
信
す
る
、
一
か
ら
多
へ
の
一
方
向
的
な
情
報
伝
達
を
特
徴
と
し
た
手
段
の
こ
と
を
指
す
３

。

一
五
世
紀
半
ば
の
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る
活
版
印
刷
術
の
発
明
に
端
を
発
し
、
一
九
世
紀
前
半
よ
り
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
て
き
た
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
つ

い
て
、
そ
の
研
究
が
本
格
化
し
た
の
は
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
、
比
較
的
初
期
の
段
階
か

ら
問
題
と
さ
れ
、
支
配
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
形
成
し
て
き
た
の
が
、
情
報
の
受
け
手
に
与
え
る
だ
ろ
う
「
効
果
」
に
関
す
る
理
論
で
あ
る
。 

 

第
二
次
大
戦
中
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
研
究
に
淵
源
を
持
ち
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
展
開
し
た
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
の
主
要
課
題
と
さ
れ
た
効
果
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研
究
は
、
内
容
的
特
徴
か
ら
大
き
く
三
つ
の
時
期
に
区
分
さ
れ
る
４

。
第
一
期
は
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
一
九
三
〇
年
代
末
で
、
当
該
期
に
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ

ア
が
受
け
手
の
考
え
や
行
動
に
対
し
て
直
接
的
か
つ
強
力
な
効
果
を
与
え
得
る
と
い
う
、
「
皮
下
注
射
論
」
「
弾
丸
理
論
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
枠
組
み
に
依
拠

し
て
い
た
。
こ
う
し
た
直
接
効
果
論
は
、
一
九
四
〇
年
代
に
入
る
と
、
受
け
手
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
視
野
に
入
れ
た
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
二
段
階
の
流
れ
」
仮
説
の
よ
う
な
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
効
果
を
限
定
的
な
も
の
と
捉
え
る
「
限
定
効
果
論
」
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ

の
第
二
期
の
説
も
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
は
そ
の
限
界
性
に
よ
っ
て
「
議
題
設
定
機
能
モ
デ
ル
」
や
「
沈
黙
の
螺
旋
モ
デ
ル
」
と
い
っ
た
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ

ア
の
効
果
を
評
価
し
直
す
「
強
力
効
果
論
」
を
生
じ
さ
せ
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
視
座
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
研
究
が
な
さ
れ
た
当
時
の
社
会
や

メ
デ
ィ
ア
状
況
の
制
約
を
受
け
て
お
り
、
そ
う
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
へ
の
目
配
り
な
し
に
是
非
が
論
じ
ら
れ
る
べ
き
代
物
で
は
な
い
。
近
年
で
は
、
メ
デ
ィ
ア

状
況
の
変
化
や
効
果
次
元
、
媒
介
要
因
の
観
点
か
ら
限
定
効
果
論
と
強
力
効
果
論
と
の
関
係
を
見
直
す
こ
と
で
、
現
代
を
射
程
に
収
め
る
新
た
な
効
果
論
の
構

築
を
図
る
試
み
も
な
さ
れ
て
い
る
５

。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
効
果
を
問
う
一
連
の
研
究
が
、「
効
果
」
と
い
う
機
能
に
着
目
す
る
が
ゆ
え
の
限
界
を
抱
え
て
い
た
こ
と
も
ま
た
事
実

で
あ
っ
た
。
皮
肉
に
も
、
効
果
研
究
は
そ
の
学
的
在
り
方
自
体
の
問
題
性
に
よ
っ
て
も
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
発
展
に
寄
与
し
た
と
言
え
よ
う
。
「
効
果
」

の
焦
点
化
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
マ
テ
リ
ア
ル
な
形
式
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
結
び
付
き
、
そ
し
て
構
成
さ
れ
る
情
報
の
孕
む
政
治
性
と
い
っ
た
問
題
を
視
界
の
外

へ
と
追
い
や
っ
て
き
た
。
そ
こ
に
光
を
当
て
た
の
が
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
環
境
論
や
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
潮
流
で
あ
り
、
と
り
わ
け

効
果
研
究
が
一
端
を
照
ら
し
て
き
た
「
受
容
」
の
局
面
に
関
し
て
言
え
ば
、
後
者
の
潮
流
を
代
表
す
る
ホ
ー
ル
の
「
エ
ン
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
／
デ
ィ
コ
ー
デ
ィ
ン

グ
」
論
が
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
６

。 

 

ホ
ー
ル
は
、
情
報
発
信
の
過
程
を
諸
要
素
の
作
用
し
合
う
テ
ク
ス
ト
（
表
象
）
生
成
過
程
と
し
て
の
「
エ
ン
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
、
続
く
情
報
受
容
の
過
程
を
受

け
手
の
解
釈
コ
ー
ド
に
基
づ
く
テ
ク
ス
ト
読
解
の
過
程
と
し
て
の
「
デ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
と
捉
え
た
う
え
で
、
両
者
が
相
対
的
な
自
律
性
を
保
持
す
る
局
面
で

あ
る
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
テ
ク
ス
ト
の
構
成
主
体
と
テ
ク
ス
ト
の
読
み
手
と
が
解
釈
コ
ー
ド
を
共
有
す
る
と
い
う
従
来
の
前
提
を
破
棄
し
た
の
で
あ
っ
て
、

彼
は
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
多
様
な
読
み
の
実
践
に
社
会
的
・
文
化
的
な
抗
争
の
在
り
様
を
見
て
取
ろ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
受
容
者
の
差
異
や
能
動
性
に
目
を
つ

ぶ
っ
て
き
た
効
果
研
究
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
情
報
伝
達
に
つ
い
て
、
本
論
は
基
本
的
に
ホ
ー
ル
の
枠
組
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み
を
支
持
し
、
情
報
の
「
受
容
」
を
受
動
的
な
内
面
化
の
過
程
で
は
な
く
、
能
動
的
な
解
釈
の
過
程
と
理
解
す
る
。 

 

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
右
の
概
観
か
ら
で
も
分
か
る
よ
う
に
多
様
な
視
座
を
有
し
、
そ
の
う
え
、
メ
デ
ィ
ア
環
境
と
い
う
可
変
性
の
高
い
不

安
定
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
制
約
を
受
け
た
議
論
で
も
あ
る
。
と
は
言
え
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
端
を
発
す
る
一
連
の
研
究
に
、
そ
の
原
動
力
と
し
て
共
通
の
問
題

意
識
が
存
在
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
受
容
者
に
と
っ
て
何
ら
か
の
「
現
実
」
を
構
築
し
得
る
と
い
う
意
識
、
換
言
す

れ
ば
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
表
象
と
受
容
者
と
の
接
触
が
新
た
な
地
平
を
開
く
と
い
う
、
表
象
の
受
容
に
係
る
リ
ア
リ
テ
ィ
形
成
の
可
能
性
で
あ
る
。 

「
宗
教
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
を
問
う
試
み
を
動
機
付
け
て
い
る
の
も
、
基
本
的
に
は
、
こ
う
し
た
「
受
容
」
の
局
面
に
内
在
す
る
宗
教
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ

形
成
の
可
能
性
に
他
な
ら
な
い
。 

 

日
本
に
お
け
る
「
宗
教
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
研
究
の
起
点
は
一
九
八
〇
年
代
に
求
め
ら
れ
る
７

。
こ
の
時
に
研
究
対
象
と
さ
れ
た
の
は
、
一
九
七
〇
年
代

よ
り
ア
メ
リ
カ
社
会
で
隆
盛
と
な
っ
た
「
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ッ
ク
・
チ
ャ
ー
チ
」「
テ
レ
ヴ
ァ
ン
ジ
ェ
リ
ス
ト
」
の
語
で
知
ら
れ
る
テ
レ
ビ
布
教
と
い
う
事
象
で
あ

っ
た
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
依
拠
す
る
「
テ
レ
ヴ
ァ
ン
ジ
ェ
リ
ス
ト
」
達
の
存
在
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
発
展
が
も
た
ら
す
新
た
な
社
会
環
境
下
の
宗
教
を
体
現
す

る
点
に
お
い
て
、
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
同
様
の
環
境
が
日
本
で
も
生
起
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
当
該
事
例
は
反
転

し
て
日
本
国
内
の
宗
教
状
況
を
照
射
す
る
反
射
鏡
の
役
割
を
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
テ
レ
ビ
布
教
を
日
本
で
紹
介
し
た
先
駆
は
阿
部
美
哉
、
石

井
研
士
、
生
駒
孝
彰
で
あ
る
が
８

、
実
際
、
前
二
者
の
視
線
の
先
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
は
、
戦
後
の
社
会
変
動
と
連
関
す
る
日
本
の
宗
教
状
況
で
あ
っ
た
。 

以
上
の
端
緒
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
「
宗
教
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
研
究
は
、
教
団
の
メ
デ
ィ
ア
利
用
と
い
う
「
表
象
す
る
者
と
し
て

の
宗
教
」
へ
の
注
目
に
始
ま
り
、
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
や
娯
楽
番
組
に
お
け
る
宗
教
の
在
り
方
と
い
っ
た
「
表
象
さ
れ
る
者
と
し
て
宗
教
」
へ
と
徐
々
に
視
野
を

広
げ
て
い
く
経
路
を
辿
っ
た
。 

 

１ 

表
象
主
体
と
し
て
の
宗
教 

「
表
象
す
る
者
／
さ
れ
る
者
」
と
い
う
研
究
対
象
に
関
し
て
の
区
分
を
成
立
さ
せ
る
に
は
、「
宗
教
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
研
究
に
お
け
る
本
論
の
立
ち
位
置

を
明
確
化
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。 
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石
井
研
士
は
宗
教
と
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
を
問
う
に
際
し
、
①
「
宗
教
と
メ
デ
ィ
ア
」（
メ
デ
ィ
ア
と
宗
教
と
を
別
個
の
も
の
と
捉
え
、
両
者
の
関
係
を
考
え

る
立
場
）
、
②
「
宗
教
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
」
（
メ
デ
ィ
ア
の
中
に
宗
教
性
を
見
出
す
立
場
）
、
③
「
宗
教
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
」
（
宗
教
事
象
の
中
に
メ
デ
ィ
ア
性

を
見
出
す
立
場
）
と
い
う
三
つ
の
立
場
が
想
定
可
能
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
９

。
石
井
の
分
類
に
倣
え
ば
、
本
論
は
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
を
社
会
環
境

の
変
化
と
解
し
、
こ
れ
と
宗
教
事
象
と
の
関
係
を
問
題
に
す
る
点
で
①
の
立
場
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。 

①
の
視
座
に
立
つ
場
合
、
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
宗
教
の
主
要
な
布
置
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「
表
象
す
る
者
」
と
「
表
象
さ
れ
る
者
」
の
二
つ
で
あ
る
。

前
者
は
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
イ
メ
ー
ジ
を
構
成
・
発
信
す
る
表
象
行
為
の
主
体
、
後
者
は
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
イ
メ
ー
ジ
を
構
成
さ
れ
る
表
象
行
為
の
客
体
に

該
当
し
、
こ
の
区
分
を
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、
日
本
に
お
け
る
「
宗
教
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
研
究
は
、
成
立
宗
教
の
情
報
発
信
に
代
表
さ
れ
る
「
表
象
主
体
と

し
て
の
宗
教
」
か
ら
、
雑
多
な
事
例
を
含
む
「
表
象
客
体
と
し
て
の
宗
教
」
へ
と
対
象
を
拡
大
す
る
形
で
発
展
を
遂
げ
て
き
た
と
解
さ
れ
る
。
よ
っ
て
研
究
状

況
を
俯
瞰
す
る
に
あ
た
り
、
こ
こ
で
は
前
者
に
関
す
る
先
行
論
か
ら
確
認
を
行
っ
て
い
き
た
い
。 

前
掲
の
テ
レ
ビ
布
教
を
論
じ
た
際
に
「
メ
デ
ィ
ア
の
多
様
化
に
と
も
な
い
、
様
々
な
形
で
宗
教
は
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
に
乗
り
、
流
れ
て
い
く
に
違
い
な
い
」
１
０

と
の
見
解
を
示
し
、「
宗
教
と
メ
デ
ィ
ア
」
が
日
本
で
も
新
た
な
宗
教
研
究
の
領
域
に
な
る
こ
と
を
予
見
し
て
い
た
石
井
は
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
日
本
国

内
の
事
例
を
対
象
に
、
教
団
の
メ
デ
ィ
ア
利
用
に
関
し
た
論
文
を
多
数
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、「
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
」
の
登
場
に
象
徴
さ

れ
る
情
報
化
社
会
の
進
展
で
あ
っ
た
。 

分
析
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、
社
会
的
認
識
と
し
て
の
「
情
報
化
社
会
」
に
目
を
向
け
た
場
合
、
日
本
で
こ
れ
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一

九
六
〇
年
代
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。『
東
洋
学
術
研
究
』
で
は
一
九
八
九
年
に
「
情
報
化
社
会
と
宗
教
」
と
い
う
特
集
を
組
ん
で
お
り
、
こ
の
特
集
自
体
が
「
情

報
化
社
会
」
の
浸
透
と
宗
教
界
・
宗
教
研
究
の
動
向
を
図
る
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
「
情
報
社
会
概
念
の
系
譜
と
情
報
化
が
宗
教

に
及
ぼ
す
影
響
」
を
論
じ
た
伊
藤
陽
一
は
、
一
九
六
三
年
に
提
出
さ
れ
た
梅
棹
忠
夫
の
「
情
報
産
業
論
」
が
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
初
期
に
「
情

報
社
会
ブ
ー
ム
」
を
巻
き
起
こ
し
、
こ
う
し
た
知
的
ブ
ー
ム
が
政
府
や
産
業
界
に
お
け
る
意
思
決
定
や
研
究
に
強
く
影
響
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
道
筋
を
描
い

て
い
る
１
１

。
メ
デ
ィ
ア
が
社
会
的
文
脈
よ
り
独
立
し
た
技
術
的
発
明
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
技
術
自
体
そ
し
て
メ
デ
ィ
ア
の
在
り
方
自
体
が

社
会
的
要
請
の
産
物
で
あ
る
と
の
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
１
２

、
「
情
報
化
社
会
」
と
い
う
展
望
が
再
帰
的
に
一
九
八
〇
年
代
に
至
る
社
会
の
情
報
化
を
推
進
し
て



6 

 

い
っ
た
状
況
が
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
八
〇
年
代
頃
か
ら
取
り
ざ
た
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
「
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
」
で
あ
り
、

ビ
デ
オ
テ
ッ
ク
ス
・
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
・
衛
星
放
送
・
パ
ソ
コ
ン
通
信
の
よ
う
な
既
存
の
媒
体
と
は
異
な
る
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
の
登
場
は
、
情
報
化
社
会
の
深
化
を
実

感
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

教
団
の
メ
デ
ィ
ア
利
用
に
関
す
る
石
井
の
研
究
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
が
見
出
せ
る
。
一
方
は
、
情
報
化
社
会
の
進
展
を
射
程
に
収
め
た
「
未
来
」

へ
の
志
向
性
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
九
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
な
さ
れ
た
教
団
の
「
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
」
利
用
に
関
す

る
複
数
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
１
３

。
他
方
は
、
情
報
化
社
会
に
連
な
る
メ
デ
ィ
ア
利
用
の
歴
史
と
い
う
「
過
去
」
へ
の
志
向
性
で
あ
っ
て
、
主
要
マ
ス
・
メ
デ

ィ
ア
の
ラ
ジ
オ
か
ら
テ
レ
ビ
へ
の
移
行
と
時
代
的
制
約
を
念
頭
に
、
戦
前
の
ラ
ジ
オ
を
通
じ
た
宗
教
放
送
の
状
況
、
そ
し
て
戦
後
の
ラ
ジ
オ
を
主
と
し
た
「
宗

教
放
送
ブ
ー
ム
」
と
テ
レ
ビ
を
介
し
た
宗
教
番
組
の
不
振
を
跡
付
け
て
い
る
１
４

。 

 

一
九
八
〇
年
代
に
顕
著
と
な
っ
た
教
団
の
「
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
」
利
用
に
対
し
、
石
井
は
一
九
八
九
年
の
段
階
で
「
目
的
意
識
を
明
確
に
持
っ
て
導
入
を
図

っ
て
い
る
教
団
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
大
半
は
、
我
々
を
取
り
巻
く
情
報
環
境
や
技
術
環
境
が
変
わ
る
中
で
、
た
だ
た
ん
に
利
用
媒
体
を
換
え
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
」
１
５

と
の
所
感
を
述
べ
て
い
た
。
こ
れ
が
正
鵠
を
射
た
て
い
た
こ
と
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
生
じ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普

及
と
宗
教
界
の
対
応
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
八
〇
年
代
の
「
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
」
に
萌
芽
を
有
し
、
そ
の
後
〝
独
り
勝
ち
〟
の
様
相
を
呈
し
た
の
は
、「
パ
ー
ソ

ナ
ル
」
で
あ
り
な
が
ら
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」
の
側
面
を
有
し
、
か
つ
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
双
方
向
）
」
を
特
徴
と
し
な
が
ら
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
（
一
方
向
）
」

的
性
格
を
も
併
せ
持
つ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。 

 

パ
ー
ソ
ナ
ル
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
普
及
と

W
in

d
o

w
s
9

5

の
爆
発
的
な
売
り
上
げ
を
契
機
と
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
一
九
九
五
年
頃
を
境
に
、
驚
く
べ

き
速
さ
で
日
本
社
会
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
社
会
変
動
が
宗
教
界
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
は
ず
も
な
く
、
学
界
で
も
一
九
九
〇
年
代
後
半
よ
り
教
団

の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
を
め
ぐ
る
議
論
が
活
発
化
し
て
い
っ
た
。 

例
え
ば
、
一
九
九
八
年
に
は
「
宗
教
と
社
会
」
学
会
と
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
の
構
成
員
を
中
心
に
、
共
同
研
究
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
普
及
と
宗
教
的
行
為
の
変
容
に
関
す
る
調
査
研
究
」（
一
九
九
八
年
―
一
九
九
九
年
、
株
式
会
社
電
気
普
及
財
団
助
成
）
が
開
始
さ
れ
、
黒
崎
浩
行
、
葛
西

賢
太
、
川
島
堅
二
、
田
村
貴
紀
、
深
水
顕
真
が
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
共
同
研
究
の
端
緒
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
九
五
年
六
月
に
開
か
れ
た
「
宗
教
と
社
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会
」
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
情
報
時
代
は
宗
教
を
変
え
る
か
？
」
で
あ
り
、
そ
の
討
議
内
容
は
池
上
良
正
・
中
牧
弘
允
編
『
情
報
時
代
は
宗
教
を
変
え
る
か

―
伝
統
宗
教
か
ら
オ
ウ
ム
真
理
教
ま
で
―
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
六
年
）
に
結
実
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
九
九
年
に
は
財
団
法
人
国
際
宗
教
研
究
所
主
催
で
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
の
宗
教
」
が
開
催
さ
れ
、
こ
れ
も
国
際
宗
教
研
究
所
編
、
井
上
順
孝
責
任
編
集
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
の
宗
教
』（
新

書
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
と
し
て
成
果
が
纏
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
年
に
は
石
井
研
士
を
代
表
と
す
る
「
高
度
情
報
化
社
会
と
宗
教
に
関
す
る
基
礎
的
研
究

（
平
成
一
一
年
度
―
一
四
年
度 

科
学
研
究
費
補
助
金 

基
盤
研
究
（
Ｂ
）
（
２
）
）
」
も
始
ま
っ
て
い
る
。 

 

一
九
九
〇
年
代
後
半
に
生
じ
た
前
掲
の
よ
う
な
議
論
の
高
ま
り
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
急
速
な
普
及
に
起
因
し
て
い
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
当
時
行
わ
れ
た
研
究
の
中
に
は
、
日
本
に
先
駆
け
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
事
例
を
取
り
上
げ
た

も
の
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
１
６

。
た
だ
し
、
前
掲
の
研
究
状
況
を
現
出
さ
せ
た
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
、
決
し
て
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
変
化
に
の
み
帰
さ
れ
る
も

の
で
な
か
っ
た
こ
と
も
、
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
時
を
同
じ
く
し
て
明
る
み
に
出
た
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
一
連
の
事
件
と
社
会
的
な
動
揺
で
あ
る
。 

 

多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
布
教
と
教
化
に
活
用
し
、
「
情
報
化
社
会
の
申
し
子
」
１
７

と
呼
ば
れ
た
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
惨
事
は
、
既
成
教
団
の
情
報
発
信
に
対

す
る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
内
の
自
省
的
関
心
は
も
と
よ
り
、
学
界
外
の
人
々
の
関
心
を
喚
起
す
る
に
至
っ
た
。
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
の
前
に
企
画
さ
れ
、
奇
し
く
も

麻
原
彰
晃
逮
捕
の
直
後
に
開
催
と
な
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
情
報
時
代
は
宗
教
を
変
え
る
か
？
」
に
は
、「
宗
教
と
社
会
」
学
会
の
会
員
の
み
な
ら
ず
宗
教
界
や

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
も
注
目
を
集
め
、
一
〇
〇
名
を
超
え
る
参
加
者
が
あ
っ
た
と
い
う
１
８

。
す
な
わ
ち
、
オ
ウ
ム
事
件
後
の
世
に
お
い
て
、
教
団
の
メ
デ
ィ

ア
利
用
の
解
明
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
内
発
的
な
関
心
事
に
な
る
と
同
時
に
、
社
会
的
希
求
へ
の
応
答
と
い
う
意
義
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。 

 

オ
ウ
ム
真
理
教
の
メ
デ
ィ
ア
利
用
に
関
し
て
は
、
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
発
生
ま
で
の
道
程
を
検
討
し
た
井
上
順
孝
責
任
編
集
、
宗
教
情
報
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ

ー
編
『
情
報
時
代
の
オ
ウ
ム
真
理
教
』
（
春
秋
社
、
二
〇
一
一
年
）
が
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
だ
が
、
本
書
の
構
成
が
示
す
よ
う
に
、
「
情
報
化

社
会
の
申
し
子
」
が
照
射
し
た
「
情
報
化
社
会
」
の
次
元
と
は
、
決
し
て
「
表
象
主
体
と
し
て
の
宗
教
」
の
み
で
は
な
か
っ
た
。 

 

２ 

表
象
客
体
と
し
て
の
宗
教 

 

オ
ウ
ム
事
件
が
照
射
し
た
も
う
一
つ
の
次
元
、
そ
れ
は
テ
レ
ビ
局
や
新
聞
社
等
の
「
マ
ス
コ
ミ
」
に
よ
っ
て
宗
教
が
い
か
に
描
か
れ
た
か
と
い
う
「
表
象
客
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体
と
し
て
の
宗
教
」
の
次
元
で
あ
る
。
た
だ
し
、
オ
ウ
ム
真
理
教
が
マ
ス
コ
ミ
取
材
を
自
己
発
信
に
利
用
し
て
い
た
点
に
鑑
み
れ
ば
、
表
象
主
体
を
宗
教
の
「
外
」

に
置
く
は
ず
の
報
道
が
、
無
自
覚
的
に
、
あ
る
い
は
共
犯
的
に
、
客
体
の
情
報
発
信
の
場
へ
と
変
化
し
得
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。 

 

井
上
順
孝
は
一
九
九
〇
年
刊
行
の
『
新
宗
教
事
典
』（
弘
文
堂
）
に
お
い
て
、
マ
ス
コ
ミ
の
新
宗
教
に
対
す
る
興
味
の
在
り
方
が
「
実
態
が
不
明
瞭
な
集
団
に

対
す
る
覗
き
趣
味
的
な
関
心
と
で
も
い
っ
た
も
の
」
１
９

を
主
と
す
る
と
し
、
マ
ス
コ
ミ
側
の
要
因
と
し
て
①
基
礎
知
識
の
欠
如
、
②
一
種
の
偏
見
の
存
在
、
③

商
業
主
義
の
三
点
を
指
摘
し
て
い
た
。
オ
ウ
ム
事
件
は
、
そ
う
し
た
マ
ス
コ
ミ
の
予
て
よ
り
抱
え
て
き
た
問
題
を
、
社
会
の
中
に
顕
在
化
さ
せ
る
役
割
を
果
た

し
た
と
言
え
る
。
事
件
後
、
オ
ウ
ム
真
理
教
を
め
ぐ
る
報
道
の
在
り
方
に
は
多
く
の
批
判
の
声
が
挙
げ
ら
れ
、
我
々
は
改
め
て
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
功
罪
を
考

え
さ
せ
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
一
連
の
報
道
に
関
し
て
は
、
宗
教
学
の
他
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
の
立
場
か
ら
も
分
析
と
考
察
が
示
さ
れ
て

い
る
。 

し
か
し
、
そ
の
反
省
が
一
過
性
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
以
降
に
生
じ
た
宗
教
報
道
の
様
相
が
物
語
る
と
お
り
で
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
に
起
こ
っ

た
パ
ナ
ウ
ェ
ー
ヴ
研
究
所
に
対
す
る
集
中
報
道
を
調
査
し
た
石
井
研
士
は
、
そ
れ
ら
が
取
材
の
根
拠
に
乏
し
い
過
剰
報
道
で
あ
り
、
内
容
的
に
も
異
常
性
や
危

険
性
を
強
調
す
る
従
来
通
り
の
偏
向
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
２
０

。
ま
た
、
宗
教
報
道
の
偏
り
は
個
別
事
象
の
取
り
上
げ
方
に
止
ま
ら
ず
、

「
ど
の
宗
教
事
象
を
取
り
上
げ
る
か
」
と
い
う
宗
教
報
道
自
体
の
在
り
方
に
も
及
ん
で
お
り
、
石
井
は
テ
レ
ビ
報
道
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
と
日
本
人
の
宗
教

的
リ
ア
リ
テ
ィ
と
の
親
和
性
を
指
摘
し
て
い
る
２
１

。 

前
掲
の
よ
う
な
報
道
状
況
の
規
定
要
因
と
し
て
強
く
作
用
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
視
聴
率
や
売
上
を
重
視
す
る
マ
ス
コ
ミ
側
の
「
商
業
主
義
」
の
姿
勢
だ

ろ
う
。
と
は
言
え
、
こ
の
「
商
業
主
義
」
が
視
聴
者
や
読
者
と
い
う
大
衆
の
欲
望
に
成
立
す
る
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
宗
教
報
道
の
孕
む
問
題
が
マ
ス
コ
ミ
の
責

任
追
及
に
の
み
終
始
す
べ
き
代
物
で
な
い
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。
そ
う
し
た
大
衆
消
費
の
原
理
と
よ
り
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
宗
教
表
象
と
し
て
、
オ
ウ
ム

事
件
後
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
の
名
の
も
と
に
超
能
力
、
心
霊
現
象
、
占
い
等
の
超
自
然
的
な
知
を
扱
っ
て
き
た
無

数
の
コ
ン
テ
ン
ツ
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
流
行
し
た
こ
れ
ら
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に
つ
い
て
は
、「
宗
教
ブ
ー
ム
」
や
「
非
合
理
の
復
権
」

の
語
で
定
位
さ
れ
る
よ
う
な
、
七
〇
年
代
に
始
ま
る
新
た
な
宗
教
的
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
論
じ
る
中
で
既
に
言
及
が
な
さ
れ
て
い
た
２
２

。
オ
ウ
ム
事
件
は
こ
こ
に

教
団
形
成
の
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
い
う
視
座
か
ら
再
度
光
を
当
て
、
当
該
事
象
へ
の
注
視
を
促
し
た
２
３

。 
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超
自
然
を
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
化
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
は
、
オ
ウ
ム
事
件
後
、
公
共
性
を
有
す
る
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
は
鳴
り
を
潜
め
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
、
早
く
も
事
件
の
翌
年
に
は
超
能
力
関
連
の
テ
レ
ビ
番
組
が
復
活
の
兆
し
を
見
せ
２
４

、
ほ
と
ぼ
り
の
完
全
に
冷
め
た
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
る
と
、
一
群
は
「
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
と
い
う
新
た
な
装
い
を
も
っ
て
再
び
大
衆
消
費
の
場
を
席
巻
す
る
よ
う
に
な
る
。
堀
江
宗
正
に
よ
れ
ば
、「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
を
特
徴
付
け

る
の
は
「
霊
」
の
語
の
末
梢
に
よ
る
「
伝
統
的
霊
信
仰
」
な
ら
び
に
「
宗
教
」
か
ら
の
離
脱
で
あ
り
、
忌
避
感
の
強
い
イ
メ
ー
ジ
と
距
離
を
取
り
つ
つ
、
大
衆

レ
ヴ
ェ
ル
で
持
続
す
る
霊
へ
の
関
心
に
応
え
た
点
に
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
の
成
功
要
因
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
２
５

。「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ブ
ー
ム
」

の
立
役
者
で
あ
る
江
原
啓
之
を
、「
思
想
」「
マ
ス
コ
ミ
を
介
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
化
」「
前
二
者
を
受
容
し
且
つ
成
立
さ
せ
る
社
会
状
況
」
の
局
面
よ
り
捉
え
る
堀

江
の
多
角
的
な
分
析
に
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
、
客
体
、
受
容
者
の
相
互
交
渉
の
中
に
成
立
す
る
消
費
財
と
し
て
の
宗
教
表
象
の
姿
が
あ
り
あ
り
と
映
し
出
さ

れ
て
い
る
２
６

。 

「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ブ
ー
ム
」
の
到
来
は
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
の
領
域
を
学
界
の
関
心
事
へ
と
押
し
上
げ
、
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
に
は
テ
レ
ビ
番
組
を

始
め
、
ア
ニ
メ
、
マ
ン
ガ
、
映
画
等
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
対
象
に
、
宗
教
表
象
に
関
す
る
様
々
な
論
考
が
提
出
さ
れ
た
。
冒
頭
で
取
り
上
げ
た
特
集
「
メ
デ
ィ
ア

が
生
み
出
す
神
々
」
（
『
現
代
宗
教
２
０
０
８
』
）
や
「
宗
教
と
映
像
メ
デ
ィ
ア
」
（
『
宗
教
と
現
代
が
わ
か
る
本
２
０
１
０
』
）
は
、
こ
の
流
れ
の
中
に
現
れ
て
き

た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
研
究
状
況
に
お
い
て
、
コ
ン
テ
ン
ツ
群
の
概
観
で
は
な
く
、
個
々
の
フ
レ
ー
ム
を
検
討
し
た
例
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の
は
、

社
会
心
理
学
の
立
場
よ
り
な
さ
れ
た
小
城
英
子
ら
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
受
け
手
に
対
す
る
効
果
に
着
目
す
る
小
城
ら
は
、
日
本
に
お
け

る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
「
不
思
議
現
象
」
２
７

ブ
ー
ム
の
変
遷
と
社
会
的
背
景
を
跡
付
け
た
う
え
で
、
こ
れ
を
扱
っ
た
テ
レ
ビ
番
組
（
二
〇
〇
六
年
放
送
）

三
種
に
つ
い
て
内
容
分
析
を
行
っ
て
い
る
２
８

。
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
主
眼
を
置
く
研
究
の
た
め
、
分
析
自
体
は
必
ず
し
も
宗
教
的
要
素
に
焦
点
を

合
わ
せ
た
内
容
に
は
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
「
不
思
議
現
象
」
が
提
示
さ
れ
る
文
脈
を
コ
ン
テ
ン
ツ
ご
と
に
丁
寧
に
追
う
姿
勢
は
注
目
に
値
す
る
。 

江
原
の
看
板
番
組
だ
っ
た
『
オ
ー
ラ
の
泉
』
の
終
了
（
二
〇
〇
九
年
九
月
）
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
上
で
見
た
場
合
、「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

ル
ブ
ー
ム
」
は
二
〇
〇
〇
年
代
末
に
は
既
に
沈
静
化
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
宗
教
表
象
自
体
の
消
費
価
値
の
減
退
と
同
義
で
な
か
っ
た
こ

と
は
、
二
〇
一
〇
年
に
生
じ
た
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」
の
台
頭
か
ら
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
か
ら
二
〇
一
〇
年
九
月
の
国
内
の
宗
教
動
向
を
、

塚
田
穂
高
と
碧
海
寿
広
は
「
宗
教
情
報
ブ
ー
ム
」
の
語
で
表
し
て
い
る
２
９

。
次
期
の
動
向
で
は
、
早
く
も
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
ブ
ー
ム
」
の
終
息
が
確
認
さ
れ
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た
が
、
ト
ピ
ッ
ク
の
傾
向
を
変
化
さ
せ
つ
つ
、
「
宗
教
情
報
ブ
ー
ム
」
自
体
が
な
お
継
続
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
３
０

。 
つ
ま
り
、
オ
ウ
ム
事
件
の
記
憶
が
薄
れ
た
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
少
な
く
と
も
二
〇
一
一
年
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
消
費
財
と
し
て
の
宗
教
表
象
は
多
様

な
形
を
と
り
な
が
ら
、
オ
ウ
ム
事
件
前
の
流
通
量
を
回
復
す
る
に
至
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、『
宗
教
と
現
代
が
わ
か
る
本
２
０
１
５
』
が
二
〇
一

三
年
に
映
画
化
さ
れ
た
中
村
光
「
聖
☆
お
に
い
さ
ん
」
の
ヒ
ッ
ト
を
例
に
、「
こ
の
数
年
で
い
つ
の
ま
に
か
宗
教
を
テ
ー
マ
と
し
た
マ
ン
ガ
が
ふ
え
て
い
る
」
と

し
て
「
マ
ン
ガ
と
宗
教
」
を
特
集
す
る
状
況
を
考
慮
す
れ
ば
、
二
〇
一
二
年
以
降
も
そ
う
し
た
表
象
は
一
定
の
流
通
量
を
確
保
し
て
き
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

と
同
時
に
、
既
出
の
「
動
向
」
や
「
特
集
」
の
存
在
は
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
化
さ
れ
た
宗
教
表
象
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
け
る
地
位
の
獲
得
を
物
語
っ

て
い
る
。 

 

３ 

「
宗
教
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
研
究
の
問
題
点 

 

「
表
象
客
体
と
し
て
の
宗
教
」
を
対
象
と
す
る
研
究
の
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
表
象
の
与
え
る
「
影
響
」
、
す
な
わ
ち
デ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
係
る
宗

教
的
リ
ア
リ
テ
ィ
形
成
を
問
題
の
射
程
に
収
め
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
影
響
」
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
対
象
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

一
つ
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
宗
教
表
象
の
受
容
者
に
対
す
る
影
響
で
あ
り
、
こ
れ
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
取
り
組
み
の
筆
頭
は
、
社
会
心
理
学
に
立
脚
し

た
小
城
ら
の
研
究
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
研
究
の
一
環
と
し
て
、
小
城
ら
は
「
不
思
議
現
象
」
を
扱
っ
た
テ
レ
ビ
番
組
の
視
聴
を
行
い
、
そ
の
被
験
者
よ
り
自
由

記
述
方
式
で
得
た
感
想
の
傾
向
分
析
に
よ
っ
て
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
「
不
思
議
現
象
信
奉
」
と
の
影
響
関
係
を
考
察
し
て
い
る
３
１

。
同
様
の
立
場
か
ら
な
さ

れ
た
研
究
に
は
、
他
に
も
、
オ
ウ
ム
事
件
に
関
す
る
報
道
と
現
実
認
識
と
の
相
関
を
扱
っ
た
斉
藤
慎
一
、
川
端
美
樹
「
メ
デ
ィ
ア
報
道
が
受
け
手
の
現
実
認
識

に
及
ぼ
す
影
響
―
オ
ウ
ム
事
件
報
道
の
場
合
―
」
（
『
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』N

o
.4

8

、
一
九
九
八
年
）
等
が
存
在
す
る
。 

右
の
研
究
が
重
心
を
置
く
の
は
あ
く
ま
で
「
心
理
形
成
」
で
あ
っ
て
、「
宗
教
」
で
は
な
い
。
だ
が
、
質
問
紙
調
査
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
そ
の
認
識
傾
向
は
、

「
宗
教
」
の
探
究
に
と
っ
て
も
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
調
査
手
法
を
宗
教
学
の
見
地
か
ら
活
用
し
て
い
る
の
が
石
井
で
あ
る
。
石
井

の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
研
究
に
つ
い
て
は
折
に
触
れ
て
言
及
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
根
幹
を
成
し
て
い
る
の
は
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
構
築
す
る
宗
教
的
リ
ア

リ
テ
ィ
」
と
い
う
問
題
意
識
で
あ
る
。
こ
の
点
を
照
射
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
の
が
世
論
調
査
の
手
法
で
あ
り
、
石
井
は
日
本
人
の
宗
教
意
識
に
関
す
る
世
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論
調
査
の
結
果
と
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
構
成
す
る
《
宗
教
》
の
在
り
方
と
の
対
応
を
指
摘
し
て
い
る
３
２

。 

石
井
も
述
べ
る
よ
う
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
受
け
手
に
与
え
た
影
響
を
実
証
す
る
の
は
、
非
常
に
困
難
な
作
業
で
あ
る
。
斯
様
な
状
況
に
あ
っ
て
、
質
問

紙
調
査
の
有
効
性
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
た
だ
し
、
個
々
の
文
脈
を
捨
象
す
る
量
的
調
査
の
限
界
性
は
既
知
の
事
実
で
あ
り
、
そ
の
死
角
に
対
し
て
は
質
的

な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
で
得
た
語
り
を
話
者
の
「
偏
り
＝
個
性
」
の
う
ち
に
捉
え
、
個
別
性
の
中
か
ら
「
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
ル
ブ
ー
ム
」
を
考
え
る
堀
江
の
試
み
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
要
請
へ
の
応
答
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
３
３

。 

と
は
言
え
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
「
宗
教
的
リ
ア
リ
テ
ィ
」
と
は
、
個
人
の
領
域
に
の
み
終
始
す
る
も
の
で
は
な
い
。
個
人
レ
ヴ
ェ
ル

の
「
現
実
」
の
構
築
を
通
じ
て
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
提
供
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
新
た
な
「
社
会
的
現
実
」
を
も
構
築
し
て
い
く
。
宗
教
表
象
の
影
響
が
及
ぶ
と

考
え
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
対
象
は
、
受
容
者
の
存
在
に
媒
介
さ
れ
る
社
会
で
あ
る
。
先
行
す
る
私
的
現
実
が
潜
在
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
社
会
的
現
実

の
構
築
は
前
者
の
顕
在
化
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
派
生
的
事
象
で
あ
る
と
は
言
え
、
当
該
過
程
も
ま
た
宗
教
表
象
の
デ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
一
部
を
成

す
と
見
て
よ
い
。 

 

こ
の
局
面
に
つ
い
て
最
も
成
果
を
挙
げ
て
い
る
の
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
問
題
の
一
部
に
内
包
し
た
「
宗
教
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
研
究
で
あ
る
。
ブ
ー
ア
ス

テ
ィ
ン
や
ア
ー
リ
の
古
典
的
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
３
４

、
近
代
の
旅
で
あ
る
と
こ
ろ
の
観
光
に
は
、
「
表
象
の
消
費
」
と
い
う
特
性
が
備
わ
っ
て

い
る
。
観
光
に
お
け
る
「
表
象
の
消
費
」
と
は
、
表
象
を
通
じ
た
場
に
対
す
る
個
人
的
リ
ア
リ
テ
ィ
の
形
成
と
そ
の
投
影
行
動
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

表
象
受
容
者
の
消
費
行
動
を
介
し
て
場
を
め
ぐ
る
新
た
な
現
象
が
生
起
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
宗
教
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
研
究
は
こ
こ
に
宗
教
表
象
の
視
座
を

持
ち
込
ん
で
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。「
宗
教
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
に
関
し
て
は
近
年
、
岡
本
亮
輔
、
門
田
岳
久
、
松
井
圭
介
、
山
中
弘
ら
に
よ
っ
て
次
々
と
成
果
が

発
表
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
３
５

。 

 

以
上
の
よ
う
に
、「
宗
教
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
研
究
に
お
い
て
は
、
マ
ス
コ
ミ
報
道
や
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
・
コ
ン
テ
ン
ツ
と
い
っ
た
他
者
表
象
的
営

為
を
扱
う
研
究
を
中
心
に
、
リ
ア
リ
テ
ィ
形
成
と
の
関
係
で
デ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
解
明
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
既
述
し
た
一
部
の
研
究
者
に
よ
る
試

み
を
除
け
ば
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
と
向
き
合
う
取
り
組
み
は
殆
ど
無
い
に
等
し
い
。
こ
れ
は
、
教
団
に
よ
る
情
報
発
信
の
よ
う
な
自
己
表
象
の
領
域
を
含
め
れ
ば

尚
更
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
情
報
の
発
信
／
エ
ン
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
分
析
が
順
調
に
数
を
増
や
す
一
方
、
受
容
／
デ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
様
態
に
つ
い
て
は
未
だ
十
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分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
の
が
「
宗
教
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
を
め
ぐ
る
研
究
の
現
状
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
の
看
板
を

掲
げ
た
旧
「
霊
能
力
者
」「
占
い
師
」
ば
か
り
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
は
別
に
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
を
志
向
す
る
人
々
の
調
査
が
進
ん
で
い
な
い
と

す
る
堀
江
の
批
判
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
を
突
い
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
３
６

。 

右
の
現
状
が
単
な
る
対
象
の
偏
り
以
上
の
意
味
を
も
っ
て
深
刻
な
の
は
、「
デ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
係
る
リ
ア
リ
テ
ィ
形
成
」
が
「
宗
教
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
研

究
の
問
題
意
識
、
ひ
い
て
は
意
義
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
同
様
、
当
該
研
究
も
ま
た
、

デ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
局
面
を
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
「
影
響
」
と
い
う
形
で
自
己
の
課
題
の
内
に
位
置
付
け
て
き
た
。 

例
え
ば
、
一
九
九
二
年
に
「
情
報
化
と
宗
教
―
現
代
宗
教
の
変
容
―
」
を
発
表
し
た
島
薗
進
は
、
本
稿
に
お
い
て
、「
宗
教
ブ
ー
ム
」
の
観
点
か
ら
既
に
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
の
受
容
者
に
対
す
る
影
響
を
指
摘
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
島
薗
の
論
を
踏
ま
え
た
弓
山
達
也
は
、
前
掲
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
情
報
化
時
代
は
宗

教
を
変
え
る
か
？
」（
一
九
九
五
年
）
で
メ
デ
ィ
ア
と
宗
教
を
め
ぐ
る
問
題
領
域
を
設
定
し
た
際
、
そ
の
一
つ
に
「
情
報
化
時
代
の
心
の
問
題
、
精
神
性
の
問
題
」

を
挙
げ
て
お
り
３
７

、
こ
の
問
題
は
、
そ
の
後
の
コ
メ
ン
ト
や
討
論
で
も
メ
デ
ィ
ア
の
「
影
響
」
と
し
て
探
求
の
必
要
性
を
認
め
ら
れ
て
い
る
３
８

。
に
も
拘
ら

ず
、
そ
れ
か
ら
二
〇
年
が
経
過
し
た
今
も
な
お
、
こ
の
問
題
は
問
題
の
ま
ま
に
、
進
展
を
見
て
は
い
な
い
。 

要
す
る
に
、「
宗
教
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
の
主
要
な
研
究
領
域
と
し
て
認
識
さ
れ
、
そ
こ
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
価
値
が
見
出
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、

デ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
局
面
は
置
き
去
り
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
媒
介
さ
れ
る
「
大
衆
」
と
い
う
名
の
受
容
者
が
、
非
常
に

実
態
の
掴
み
づ
ら
い
、
厄
介
な
存
在
で
あ
る
の
は
確
か
だ
。
だ
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
受
容
者
と
宗
教
表
象
と
の
接
触
に
価
値
を
見
出
す
以
上
、
そ

れ
を
不
問
の
ま
ま
に
「
宗
教
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
を
語
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
ま
し
て
や
、「
影
響
」
を
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
の
ま
ま
に
現
実
が
語

ら
れ
る
こ
と
な
ど
、
絶
対
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
何
よ
り
、
メ
デ
ィ
ア
が
発
信
と
受
信
の
ニ
過
程
を
前
提
と
す
る
点
に
鑑
み
れ
ば
、
エ
ン
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
と

デ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
分
析
と
は
、
両
者
が
揃
っ
て
初
め
て
一
つ
の
研
究
と
し
て
意
味
を
成
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

本
研
究
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
構
築
す
る
宗
教
表
象
の
様
相
に
着
目
し
、
そ
れ
が
受
容
者
の
リ
ア
リ
テ
ィ
形
成
を
介
し
て
生
み
出
す
社
会
的
現
実
に
「
情

報
化
社
会
の
宗
教
」
を
求
め
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
問
題
点
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
宗
教
」
研
究
を
俯
瞰
す
る
に
際
し
、

論
者
は
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
「
表
象
す
る
も
の
（
表
象
主
体
）
」
と
「
表
象
さ
れ
る
も
の
（
表
象
客
体
）
」
と
い
う
二
つ
の
宗
教
の
布
置
を
設
定
し
て
き
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た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
に
挙
げ
た
二
つ
の
「
布
置
」
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、「
情
報
化
社
会
の
宗
教
」
を
〝
ど
こ
に
求
め
る
の
か
〟
と
い
う
研
究
の
視
座
を
示
す
も

の
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
研
究
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
、
表
象
の
「
主
体
」
で
も
「
客
体
」
で
も
な
く
、
「
受
け
手
」
の
位
置
に
宗
教
の
姿
を
見
る

と
い
う
、
そ
の
〝
ま
な
ざ
し
〟
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。 

 

デ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
解
読
対
象
で
あ
る
「
表
象
」
の
存
在
が
あ
っ
て
初
め
て
成
立
し
得
る
過
程
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
デ
コ
ー
デ
ィ

ン
グ
の
探
求
は
エ
ン
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
探
求
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
本
研
究
も
、
宗
教
表
象
の
形
成
を
課
題
と
す
る
【
第
一
部
】
と
、
形
成
さ
れ
た
表

象
の
受
容
を
問
う
【
第
二
部
】
の
段
階
を
設
け
て
、
事
例
の
分
析
を
行
っ
て
い
く
。
宗
教
表
象
は
、
行
為
主
体
と
客
体
で
あ
る
宗
教
事
象
と
の
関
係
か
ら
、
表

象
主
体
を
宗
教
の
〝
内
〟
に
置
く
自
己
表
象
と
、
〝
外
〟
に
置
く
他
者
表
象
と
に
大
別
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
論
者
が
関
心
を
寄
せ
る
の
は
後
者
の

他
者
表
象
で
あ
る
。 

表
象
主
体
と
客
体
と
の
関
係
を
始
め
、
エ
ン
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
際
し
て
の
目
的
意
識
や
文
脈
が
明
瞭
な
前
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
が
必
ず
し
も
判
然
と
せ
ず
、

且
つ
消
費
原
理
の
も
と
に
生
産
と
廃
棄
が
短
期
間
で
繰
り
返
さ
れ
る
他
者
表
象
は
、
非
常
に
研
究
の
し
づ
ら
い
対
象
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
点
は
、

教
団
の
メ
デ
ィ
ア
利
用
を
重
点
的
に
扱
っ
て
き
た
「
宗
教
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
研
究
の
在
り
様
と
も
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

だ
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
流
布
す
る
宗
教
表
象
の
大
多
数
を
占
め
、
我
々
が
無
意
識
の
う
ち
に
も
度
々
接
触
し
て
い
る
の
は
、
マ
ス
コ
ミ
を
中
心

に
宗
教
の
〝
外
〟
で
形
成
さ
れ
た
表
象
群
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
表
象
（
情
報
）
の
消
費
」
が
情
報
化
社
会
を
特
徴
付
け
る
動
向
の
一
つ
で
あ
る
点
に
鑑
み
て
も
、

情
報
化
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
在
り
方
を
よ
り
鮮
明
に
照
射
す
る
の
は
、
や
は
り
〝
俗
な
る
ま
な
ざ
し
〟
と
し
て
の
他
者
表
象
の
方
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

第
三
節 

本
研
究
の
対
象
―
イ
タ
コ
の
研
究
状
況
と
問
題
点
― 

  

本
研
究
が
分
析
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、「
イ
タ
コ
」
と
い
う
特
定
地
域
に
根
差
し
た
民
俗
宗
教
の
事
例
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
イ
タ
コ
に
関
す
る
研

究
の
概
観
と
問
題
点
の
指
摘
を
行
う
。 

青
森
県
か
ら
秋
田
県
北
部
、
岩
手
県
北
部
に
か
け
て
の
東
北
地
方
北
部
に
は
、
イ
タ
コ
と
呼
ば
れ
る
民
間
巫
者
が
存
在
し
、
カ
ミ
や
ホ
ト
ケ
の
憑
依
に
基
づ
く
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巫
儀
や
占
い
の
業
を
も
っ
て
地
域
住
民
の
希
求
に
応
え
て
き
た
（
「
イ
タ
コ
」
の
規
定
な
ら
び
に
実
態
に
関
し
て
は
、
第
一
章
第
一
節
で
詳
述
す
る
）
。
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
の
作
用
に
よ
っ
て
、
現
在
、
イ
タ
コ
は
そ
の
存
在
を
全
国
的
に
認
知
さ
れ
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
結
果
、
イ
タ
コ
の
も
と
へ
は
地
域
外
か
ら
も
人

が
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
の
宗
教
性
は
脱
地
域
的
に
享
受
さ
れ
る
に
至
っ
た
わ
け
だ
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
流
布
す
る
《
イ
タ
コ
》
像
と
、
民

俗
文
化
の
実
態
と
の
間
に
は
、
少
な
か
ら
ず
隔
た
り
が
存
在
し
て
い
る
。
イ
タ
コ
の
研
究
は
こ
れ
ま
で
に
も
盛
ん
に
行
わ
れ
、
一
連
の
研
究
で
も
マ
ス
・
メ
デ

ィ
ア
の
影
響
に
つ
い
て
言
及
が
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
表
象
の
具
体
相
や
受
容
者
を
介
し
た
民
俗
文
化
の
変
容
を
跡
付
け
る
よ
う
な
試
み
は
、
未
だ
な
さ
れ
て

い
な
い
。
ゆ
え
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
形
成
を
問
う
本
研
究
は
、
「
宗
教
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
の
み
な
ら
ず
、
「
イ
タ
コ
」
の
文
脈
に
お

い
て
も
意
義
を
有
す
る
取
り
組
み
と
言
え
よ
う
。 

 

な
お
、
当
該
事
例
を
扱
う
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
次
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

第
一
点
は
、
表
象
の
分
析
に
使
用
可
能
な
資
料
の
豊
富
さ
と
い
う
、
イ
タ
コ
の
個
別
的
状
況
に
由
来
す
る
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。
こ
れ
は
共
時
的
な
資
料
数
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
通
時
的
な
資
料
蓄
積
の
豊
富
さ
も
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
タ
コ
に
関
し
て
は
、
比
較
的
長
期
の
ス
パ
ン
で
表
象
の
変
遷
を
跡

付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。 

 

第
二
点
は
、
民
俗
宗
教
に
内
在
す
る
「
ロ
ー
カ
ル
」
の
特
性
に
基
づ
く
も
の
で
、
民
俗
学
や
文
化
人
類
学
、
観
光
学
と
い
っ
た
「
地
域
」
を
扱
う
近
接
諸
学

と
の
連
携
、
お
よ
び
こ
れ
へ
の
寄
与
が
挙
げ
ら
れ
る
。
民
俗
学
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
、
文
化
人
類
学
の
メ
デ
ィ
ア
人
類
学
、
観
光
学
の
メ
デ
ィ
ア
観
光
論
と

い
っ
た
よ
う
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
文
化
表
象
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
近
年
、「
地
域
」
を
め
ぐ
る
学
問
分
野
に
お
い
て
議
論
が
活
発
化
し
て
い
る
。
イ

タ
コ
と
い
う
民
俗
宗
教
の
対
象
化
は
、
そ
う
し
た
諸
学
と
の
知
見
の
共
有
を
可
能
に
し
、
よ
り
密
度
の
濃
い
考
察
を
促
す
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

第
三
点
は
、
民
俗
宗
教
の
「
宗
教
的
特
徴
」
に
起
因
す
る
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。
日
本
人
が
創
唱
宗
教
に
対
し
て
抵
抗
感
を
抱
き
や
す
い
こ
と
は
、
既
に
指
摘

の
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
人
々
の
抵
抗
感
が
弱
く
、
確
固
た
る
教
義
や
教
団
を
も
た
な
い
こ
と
で
改
変
の
余
地
も
大
き
い
民
俗
宗
教
に
は
、
他

の
宗
教
以
上
に
時
代
の
希
求
を
反
映
す
る
形
で
活
用
さ
れ
、
発
信
さ
れ
て
き
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
教
義
・
教
団
・
創
唱
者
を
も
た
な
い
と
い
う

意
味
で
の
可
変
性
ゆ
え
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
が
如
実
に
表
れ
る
可
能
性
も
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。 
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１ 
戦
前
の
研
究
状
況 

 

イ
タ
コ
と
活
動
域
を
共
有
し
、
こ
れ
と
対
置
さ
れ
る
存
在
区
分
と
し
て
は
「
カ
ミ
サ
マ
」
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
戦
後
に
な
っ
て
研
究
の
本
格
化
し
た
後
者
に

対
し
、
イ
タ
コ
は
日
本
に
お
け
る
民
俗
学
や
人
類
学
の
黎
明
期
よ
り
そ
の
存
在
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
き
た
。
ゆ
え
に
、
研
究
の
蓄
積
も
厚
い
。 

戦
前
の
研
究
状
況
を
俯
瞰
す
る
場
合
、
大
別
し
て
二
つ
の
潮
流
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
つ
は
「
ミ
コ
」
の
通
時
的
変
遷
に
関
す
る
研
究
、
も
う
一

つ
は
東
北
地
方
の
民
間
信
仰
に
当
た
る
「
オ
シ
ラ
サ
マ
」
に
関
す
る
研
究
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
潮
流
も
牽
引
役
を
担
っ
た
の
は
柳
田
国
男
で
あ
っ
た
。 

 

ま
ず
、
戦
前
の
ミ
コ
研
究
の
金
字
塔
と
し
て
名
が
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
柳
田
が
一
九
一
三
年
（
大
正
二
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
『
郷
土
研
究
』
に
発

表
し
た
「
巫
女
考
」
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
萌
芽
は
既
に
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
）
初
出
の
「
「
イ
タ
カ
」
及
び
「
サ
ン
カ
」
」
に
見
て
取
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
本
稿
で
は
名
称
や
職
能
の
類
似
に
基
づ
き
、「
霊
巫
」
の
系
統
の
存
在
や
彼
ら
の
漂
泊
性
、
分
化
と
い
っ
た
後
の
ミ
コ
論
に
繋
が
る
視
座
が
提
起
さ

れ
て
お
り
、
こ
こ
で
「
イ
タ
カ
」
や
「
イ
チ
コ
」
と
の
類
似
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
が
イ
タ
コ
で
あ
っ
た
。
資
料
の
未
だ
乏
し
い
時
期
に
あ
っ
て
、
柳

田
は
外
南
部
大
畑
の
堺
忠
七
や
陸
中
遠
野
の
佐
々
木
喜
善
の
話
を
基
に
、
東
京
近
辺
の
イ
チ
コ
と
同
じ
く
口
寄
せ
を
も
っ
て
職
業
と
為
す
、
イ
タ
コ
な
る
者
の

存
在
を
明
示
し
て
い
る
。 

 

外
南
部
大
畑
の
人
堺
忠
七
氏
曰
く
イ
タ
コ
と
云
ふ
女
子
は
珠
数
の
玉
を
数
へ
て
占
を
為
す
。
若
き
頃
身
の
上
を
占
問
ひ
し
に
御
身
は
珠
数
の
玉
に
も
乗
ら

ぬ
程
遠
き
処
よ
り
妻
を
娶
る
な
る
べ
し
と
謂
ひ
し
が
果
し
て
其
言
の
如
し
云
々
。 

 
 

 

陸
中
遠
野
の
人
佐
々
木
繁
氏
曰
く
イ
タ
コ
が
神
を
降
す
時
の
辞
は
常
に
定
れ
り
。「
ア
ヤ
、
中
々
心
掛
ケ
テ
ノ
大
願
カ
ナ
、
心
尽
シ
ノ
梓
カ
ナ
、
梓
ニ
呼

バ
レ
テ
物
語
ス
ル
」
云
々
。
３
９ 

 

そ
し
て
「
巫
女
考
」
の
完
成
に
至
っ
て
、
イ
タ
コ
は
遂
に
単
な
る
「
迷
信
」
の
価
値
評
価
を
脱
し
、
ミ
コ
と
い
う
悠
久
の
歴
史
を
有
し
た
職
業
系
譜
の
中
に

位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

一
二
回
か
ら
成
る
「
巫
女
考
」
を
通
じ
て
、
柳
田
は
ミ
コ
を
①
神
社
に
附
属
す
る
者
、
②
遠
方
か
ら
来
て
、
神
や
死
者
の
言
葉
を
仲
介
す
る
者
の
二
種
類
に
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分
類
し
、
そ
の
う
え
で
、
二
者
の
根
源
が
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
、
近
世
の
経
済
制
度
に
よ
っ
て
前
者
が
託
宣
を
行
わ
な
く
な
っ
た
こ
と
、
漂
泊
民
で
あ
っ
た
後

者
の
一
部
が
巫
道
の
衰
退
と
共
に
零
落
し
て
い
っ
た
こ
と
等
を
推
測
し
て
い
る
。
イ
タ
コ
は
、
①
の
「
神
社
ミ
コ
」
に
対
し
て
「
口
寄
ミ
コ
」
と
呼
ぶ
べ
き
②

の
一
例
と
し
て
、
柳
田
ミ
コ
論
の
一
翼
を
担
っ
た
。
な
お
、
先
の
「
「
イ
タ
カ
」
及
び
「
サ
ン
カ
」
」
に
お
い
て
、
柳
田
は
イ
タ
コ
の
語
源
を
ア
イ
ヌ
語
の
「
イ

タ
ク
」
に
あ
る
と
の
仮
説
を
立
て
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
楠
正
弘
は
、
柳
田
が
「
「
イ
タ
カ
及
び
サ
ン
カ
」
の
主
張
か
ら
「
巫
女
考
」
に
至
る
間
に
、
イ
タ

コ
の
論
議
を
、
次
第
に
、
語
源
の
追
求
か
ら
語
義

、

、

の
探
究
に
か
え
て
い
っ
た
」
４
０

こ
と
を
指
摘
し
、
イ
タ
コ
や
モ
リ
コ
が
語
義
的
に
「
神
に
仕
え
る
職
業
巫
」

で
あ
る
と
の
主
張
に
よ
っ
て
、
「
巫
女
の
古
型
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
展
開
し
て
い
っ
た
と
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。 

こ
う
し
て
学
界
の
認
知
を
得
た
イ
タ
コ
は
、
柳
田
ミ
コ
論
の
波
及
と
共
に
、
他
の
研
究
者
に
よ
っ
て
も
議
論
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え

ば
、
中
山
太
郎
が
「
柳
田
先
生
の
研
究
に
刺
激
さ
れ
」
４
１

て
執
筆
し
た
『
日
本
巫
女
史
』
（
一
九
三
〇
年
）
は
、
ミ
コ
を
「
神
和
系
の
神
子
」
と
「
口
寄
系
の

巫
女
」
と
に
二
分
し
、
両
者
の
分
化
を
退
化
史
観
的
に
捉
え
る
中
で
、
イ
タ
コ
を
後
者
の
系
統
に
位
置
付
け
て
い
る
４
２

。
た
だ
し
、
霊
巫
の
系
譜
と
い
う
、
通

時
的
に
も
共
時
的
に
も
極
め
て
広
大
な
範
囲
を
射
程
に
収
め
る
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
資
料
の
多
く
を
文
献
な
い
し
伝
聞
に
求
め
て
お
り
、
イ
タ
コ
の
記
述
に
し

て
も
、
そ
の
情
報
は
断
片
的
で
や
や
不
確
か
の
感
を
拭
え
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
実
地
調
査
に
基
づ
く
一
次
資
料
の
集
積
を
促
し
た
の
は
、
も
う
一
方
の

「
オ
シ
ラ
サ
マ
」
と
い
う
潮
流
で
あ
っ
た
。 

 

オ
シ
ラ
サ
マ
は
東
北
地
方
の
旧
家
で
祀
ら
れ
て
き
た
男
女
一
対
の
神
で
、
呼
称
は
地
域
に
よ
っ
て
も
様
々
で
、
山
形
県
で
は
「
オ
コ
ナ
イ
サ
マ
」
、
福
島
県
で

は
「
オ
シ
ン
メ
サ
マ
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
オ
シ
ラ
サ
マ
の
御
神
体
は
、
人
の
顔
も
し
く
は
馬
と
姫
の
顔
が
刻
ま
れ
た
二
本
の
木
の
棒
で
あ
り
、
こ
の
上
に

は
オ
セ
ン
ダ
ク
と
称
さ
れ
る
布
が
幾
重
に
も
被
せ
ら
れ
て
い
る
。
オ
シ
ラ
サ
マ
に
は
祭
日
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
日
に
執
り
行
わ
れ
る
祭
祀
儀
礼
は
「
オ

シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
」「
オ
シ
ラ
ア
ソ
ビ
」「
オ
シ
ラ
ホ
ロ
ギ
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
執
行
者
と
し
て
関
与
し
て
き
た
の
が
イ
タ
コ
で
あ
っ
た
。 

早
く
は
、
伊
能
嘉
矩
「
奥
州
地
方
に
於
て
尊
信
せ
ら
る
る
オ
シ
ラ
神
に
就
き
て
」（
『
東
京
人
類
学
会
雑
誌
』
第
九
八
号
、
一
八
九
四
年
）
や
、
姉
崎
正
治
「
中

奥
の
民
間
信
仰
」
（
『
哲
学
雑
誌
』
第
一
二
巻
第
一
三
〇
号
、
一
八
九
七
年
）
で
報
告
が
な
さ
れ
、
伊
能
は
儀
礼
に
お
け
る
「
神
巫
」
の
存
在
に
も
言
及
し
て
い

る
。
と
は
言
え
、
オ
シ
ラ
サ
マ
と
そ
の
祭
祀
者
と
し
て
の
イ
タ
コ
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
柳
田
國
男
の
功
績
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
だ
ろ
う
。
戦
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
大
白
神
考
』
で
述
懐
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
４
３

、
柳
田
の
オ
シ
ラ
サ
マ
に
対
す
る
関
心
は
、
当
初
よ
り
イ
タ
コ
と
不
可
分
な
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関
係
に
あ
っ
た
。
一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三
）
の
『
遠
野
物
語
』
に
こ
そ
表
出
し
て
い
な
い
も
の
の
４
４

、
翌
年
の
「
「
イ
タ
カ
」
及
び
「
サ
ン
カ
」
」
で
は
既
に

「
イ
タ
コ
の
徒
が
オ
シ
ラ
神
を
奉
仕
す
る
こ
と
」
４
５

に
着
目
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
巫
女
考
」
の
連
載
第
五
回
目
の
表
題
は
、
他
で
も
な
い
、
「
オ
シ
ラ
神
」
で

あ
っ
た
。 

オ
シ
ラ
サ
マ
の
研
究
は
、
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
大
き
な
進
展
を
見
た
が
、
初
発
に
お
い
て
熱
心
に
調
査
を
行
っ
た
の
は
、
い
ず
れ
も
柳
田
と
親

交
を
持
つ
、
佐
々
木
喜
善
と
ニ
コ
ラ
イ
・
ネ
フ
ス
キ
ー
で
あ
っ
た
４
６

。
と
り
わ
け
、
ネ
フ
ス
キ
ー
は
祭
祀
者
で
あ
る
ミ
コ
に
も
強
い
関
心
を
有
し
て
お
り
、
そ

の
書
簡
に
は
多
く
の
人
々
に
教
え
を
乞
い
、
見
聞
を
広
め
て
い
く
様
子
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
４
７

。 

そ
う
し
た
活
動
の
中
で
、
一
九
一
九
年
（
大
正
八
）
七
月
に
青
森
県
の
浅
虫
温
泉
を
訪
れ
た
ネ
フ
ス
キ
ー
は
、
当
地
で
中
村
武
志
と
い
う
上
北
郡
天
間
林
村

の
若
い
農
民
と
出
会
い
、
彼
を
通
じ
て
オ
シ
ラ
サ
マ
と
イ
タ
コ
に
つ
い
て
貴
重
な
情
報
を
得
て
い
る
。
両
者
が
浅
虫
で
「
土
俗
話
」
に
興
じ
た
翌
月
、
中
村
は

ネ
フ
ス
キ
ー
宛
に
二
通
の
手
紙
を
遣
し
た
。
そ
こ
に
は
、
①
蚕
お
よ
び
オ
シ
ラ
サ
マ
の
起
源
譚
、
②
オ
シ
ラ
サ
マ
に
ま
つ
わ
る
奇
譚
、
③
地
域
に
よ
る
オ
シ
ラ

サ
マ
の
差
異
、
④
オ
シ
ラ
サ
マ
に
位
を
授
け
る
「
久
能
寺
」（
お
そ
ら
く
久
渡
寺
の
間
違
い
）
の
存
在
、
⑤
イ
タ
コ
の
起
源
譚
、
⑥
イ
タ
コ
の
占
い
の
様
子
、
⑦

青
森
市
の
イ
タ
コ
・
和
田
キ
イ
が
語
っ
た
「
お
し
ら
神
祭
文
」
と
い
っ
た
、
中
村
の
聞
き
取
り
や
実
見
に
基
づ
く
、
極
め
て
有
意
義
な
調
査
結
果
が
記
さ
れ
て

い
た
。
こ
れ
ら
の
知
見
は
柳
田
に
も
報
告
さ
れ
、
そ
の
際
の
書
簡
は
、
後
年
、
『
大
白
神
考
』
の
「
ネ
フ
ス
キ
イ
氏
書
翰
」
に
収
め
ら
れ
た
。 

 

ネ
フ
ス
キ
ー
の
関
心
は
民
俗
方
面
に
限
定
し
て
も
多
岐
に
及
ぶ
が
、
オ
シ
ラ
サ
マ
の
研
究
に
関
し
て
言
え
ば
、
惜
し
む
ら
く
論
文
化
の
日
の
目
を
見
て
い
な

い
。
母
国
ソ
連
の
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
大
学
に
招
聘
さ
れ
、
一
九
二
九
年
（
昭
和
四
）
に
帰
国
し
た
彼
の
末
路
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
日
本
の
ミ
コ
と
西
シ

ベ
リ
ア
の
「
シ
ャ
マ
ン
」
と
の
類
似
を
指
摘
す
る
な
ど
、
ネ
フ
ス
キ
ー
の
記
述
は
非
常
に
示
唆
的
で
、
右
に
挙
げ
た
柳
田
の
対
応
も
、
お
そ
ら
く
は
そ
う
し
た

価
値
を
考
慮
し
て
の
行
動
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
点
で
、
議
論
の
本
格
化
を
前
に
し
て
の
帰
国
は
、
非
常
に
惜
し
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

オ
シ
ラ
サ
マ
を
め
ぐ
る
議
論
の
高
ま
り
は
、
奇
し
く
も
ネ
フ
ス
キ
ー
出
国
の
直
前
、
一
九
二
八
・
二
九
年
（
昭
和
三
・
四
）
頃
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
議
論
の
高
ま
り
を
象
徴
す
る
と
同
時
に
、
こ
れ
を
加
速
さ
せ
た
だ
ろ
う
出
来
事
と
し
て
は
、
次
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

一
つ
は
、
一
九
二
八
年
（
昭
和
三
）
に
北
多
摩
郡
砧
村
の
柳
田
邸
で
実
施
さ
れ
た
、
イ
タ
コ
を
招
い
て
の
オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
で
あ
る
。
一
九
二
六
年
（
大
正

一
五
）
一
一
月
、
柳
田
は
八
戸
の
郷
土
史
家
・
中
道
等
を
通
じ
て
、
青
森
市
の
小
笠
原
家
よ
り
自
宅
に
オ
シ
ラ
サ
マ
を
勧
請
し
て
い
る
。
オ
シ
ラ
サ
マ
の
祭
祀



18 

 

方
法
を
記
録
す
る
必
要
を
認
め
た
柳
田
が
、
こ
の
儀
礼
の
「
旅
人
が
最
も
足
の
進
ま
ぬ
季
節
」
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
憂
慮
し
、
自
ら
の
内
に
神
を
迎
え
入
れ
る

こ
と
で
「
仲
間
の
若
い
人
々
に
注
意
し
て
貰
は
う
」
と
し
て
の
行
動
で
あ
っ
た
４
８

。
祭
祀
は
三
月
一
八
日
に
実
施
さ
れ
、
執
行
者
に
は
中
道
が
懇
意
に
し
て
い

た
八
戸
町
字
十
一
日
町
の
石
橋
さ
だ
巫
女
が
招
か
れ
た
４
９

。
こ
の
日
の
様
子
は
青
森
県
の
地
方
紙
『
東
奥
日
報
』
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
（
「
学
者
連
を

驚
か
し
た
「
お
し
ら
さ
ま
」
」
、『
東
奥
日
報
（
夕
刊
）
』
一
九
二
八
年
三
月
二
十
三
日
付
）
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
日
は
「
フ
イ
ン
ラ
ン
ド
公
使
で
世
界
の
言
語
学

権
威
ラ
ム
ス
テ
ツ
ド
博
士
、
露
国
留
学
生
シ
ユ
ワ
ル
ツ
マ
ン
女
史
、
帝
大
講
師
ア
イ
ヌ
語
の
金
田
一
京
助
氏
、
早
大
の
今
和
次
郎
氏
、
慶
大
の
齋
藤
吉
彦
氏
、

民
俗
芸
術
の
小
寺
融
吉
氏
、
青
山
学
院
の
別
所
梅
之
助
、
岡
正
雄
、
早
川
孝
太
郎
、
岡
村
千
秋
、
安
成
三
郎
の
諸
氏
柳
田
氏
の
家
族
達
等
」
を
筆
頭
に
、
三
十

余
名
の
参
加
者
が
あ
っ
た
と
い
う
５
０

。 

祭
祀
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
柳
田
の
「
オ
シ
ラ
神
の
話
」
（
『
文
芸
春
秋
』
第
六
巻
第
九
号
、
一
九
二
八
年
）
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
小
寺
融
吉
「
人
形
と
人

形
つ
か
ひ
」
（
『
民
俗
芸
術
』
第
二
巻
第
四
号
、
一
九
二
九
年
）
に
詳
し
く
、
中
山
は
『
日
本
巫
女
史
』
で
「
イ
タ
コ
の
オ
シ
ラ
神
の
遊
ば
せ
方
」
を
論
ず
る
に

際
し
、
小
寺
の
報
告
を
参
照
し
て
い
る
５
１

。
柳
田
邸
の
オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
は
、
文
献
上
で
の
み
こ
れ
を
知
り
得
た
研
究
者
達
に
実
見
の
場
を
提
供
す
る
と
共
に
、

実
地
調
査
に
基
づ
く
有
用
な
一
次
資
料
を
提
出
し
た
と
評
価
出
来
よ
う
。 

 

今
一
つ
は
、
前
者
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
生
じ
た
、
オ
シ
ラ
サ
マ
の
起
源
を
め
ぐ
る
論
争
が
挙
げ
ら
れ
る
５
２

。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
喜
田
貞
吉
が

一
九
二
八
年
（
昭
和
三
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
『
東
北
文
化
研
究
』
に
発
表
し
た
、
「
オ
シ
ラ
神
に
関
す
る
二
・
三
の
臆
説
（
上
・
下
）
」
と
題
さ
れ
る
論
文
で

あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
喜
田
は
、
オ
シ
ラ
サ
マ
を
チ
セ
イ
コ
ロ
カ
ム
イ
と
起
源
を
同
じ
く
す
る
ア
イ
ヌ
の
遺
風
と
捉
え
た
が
５
３

、
こ
の
ア
イ
ヌ
起
源
説
は
、
む

し
ろ
中
央
と
の
繋
が
り
を
意
識
し
、
文
化
の
変
遷
過
程
に
重
き
を
置
い
た
柳
田
國
男
に
よ
っ
て
、
痛
烈
に
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
５
４

。
喜
田
の
提
示
し
た

「
臆
説
」
や
柳
田
と
の
論
争
は
、
同
学
の
徒
に
少
な
か
ら
ず
刺
激
を
与
え
た
と
見
ら
れ
、
以
降
、
オ
シ
ラ
サ
マ
に
関
す
る
論
考
は
着
実
に
数
を
増
や
し
て
い
っ

た
。 

 

右
の
出
来
事
に
起
因
す
る
オ
シ
ラ
サ
マ
研
究
の
進
展
は
、
イ
タ
コ
の
探
究
に
も
少
な
か
ら
ず
恩
恵
を
も
た
ら
し
た
。
な
か
で
も
特
に
成
果
を
上
げ
た
の
は
、

オ
シ
ラ
祭
文
を
中
心
と
し
た
祭
文
の
採
集
で
あ
ろ
う
。
オ
シ
ラ
祭
文
と
は
、
イ
タ
コ
が
オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
の
時
に
語
る
、
オ
シ
ラ
サ
マ
の
由
来
を
述
べ
た
詞
章

で
あ
る
。『
遠
野
物
語
』
に
収
め
ら
れ
た
由
来
と
同
様
、
内
容
は
娘
と
馬
と
の
恋
を
語
っ
た
馬
娘
婚
姻
譚
に
該
当
し
、
オ
シ
ラ
サ
マ
の
起
源
と
同
時
に
蚕
の
起
源
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を
説
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
イ
タ
コ
に
は
師
弟
関
係
に
基
づ
く
系
譜
が
存
在
す
る
た
め
、
各
人
の
保
有
す
る
詞
章
は
系
譜
に
応
じ
て
異
な
っ
て
お
り
、
オ
シ

ラ
祭
文
の
場
合
に
も
、
登
場
す
る
長
者
の
称
号
を
目
安
に
「
ま
ん
の
う
長
者
」「
し
ま
ん
長
者
」「
き
ん
ま
ん
長
者
」
と
い
っ
た
系
統
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
う
え
、
口
頭
伝
承
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
個
人
に
よ
っ
て
も
や
は
り
詞
章
は
違
う
。 

 

こ
う
し
た
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
む
オ
シ
ラ
祭
文
の
採
集
は
戦
前
よ
り
進
め
ら
れ
、
戦
後
に
本
格
化
す
る
説
話
や
語
り
物
と
の
比
較
研
究
の
足
場
を
築
い
た
。
ネ

フ
ス
キ
ー
が
中
村
を
通
じ
て
入
手
し
た
「
お
し
ら
神
祭
文
」
を
筆
頭
に
５
５

、
管
見
の
限
り
で
も
、
筆
者
不
明
「
ま
ん
の
ふ
長
者
物
語
―
オ
シ
ラ
遊
び
の
経
文
―
」

（
『
民
族
』
第
一
巻
第
六
号
、
一
九
二
六
年
）
５
６

、
中
道
等
「
千
だ
ん
栗
毛
物
語
―
オ
シ
ラ
遊
び
の
経
文
―
」
（
『
民
族
』
第
三
巻
第
三
号
、
一
九
二
八
年
）
、
小

井
川
潤
次
郎
採
集
・
喜
田
貞
吉
解
説
「
お
し
ら
祭
文
し
ま
ん
長
者
物
語
」
（
『
東
北
文
化
研
究
』
第
二
巻
第
三
号
、
一
九
二
九
年
）
５
７

、
能
田
多
代
子
「
五
戸
地

方
に
於
け
る
オ
シ
ラ
神
」
（
『
旅
と
伝
説
』
第
一
二
年
第
一
〇
号
、
一
九
三
九
年
）
５
８

等
の
成
果
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
さ
ら
に
、
オ
シ
ラ
祭
文
へ
の
関

心
は
、
オ
シ
ラ
祭
文
〝
以
外
の
祭
文
〟
に
対
す
る
関
心
の
呼
び
水
に
も
な
っ
た
。
一
九
三
一
年
（
昭
和
六
）
に
女
鹿
沢
村
の
櫻
庭
す
ゑ
巫
女
に
聞
き
取
り
を
行

っ
た
竹
内
長
雄
は
、
「
十
六
ぜ
ん
様
」
と
共
に
「
お
岩
木
様
一
代
記
」
「
猿
賀
の
一
代
記
」
を
採
集
し
、
柳
田
の
指
導
を
経
て
、
前
者
を
『
文
学
』
に
発
表
し
て

い
る
５
９

。 

 

ま
た
、
儀
礼
の
実
見
や
担
い
手
へ
の
聞
き
取
り
に
依
拠
し
た
、
文
化
実
態
の
解
明
に
繋
が
る
一
次
資
料
の
提
出
も
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
恩
恵
の
一
つ
と
言

え
よ
う
。
例
え
ば
、
一
九
二
九
年
（
昭
和
四
）
四
月
、
後
述
す
る
八
戸
の
民
俗
研
究
者
・
小
井
川
潤
次
郎
の
計
ら
い
で
オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
実
見
の
機
会
を
得
た

喜
田
は
、
「
オ
シ
ラ
神
号
」
と
題
し
た
『
東
北
文
化
研
究
』
第
二
巻
第
三
号
（
一
九
二
九
年
）
の
「
学
窓
日
誌
」
に
当
日
の
様
子
を
綴
っ
て
い
る
。
柳
田
邸
で
の

一
件
以
来
、
こ
の
儀
礼
を
見
た
い
と
考
え
る
者
は
確
実
に
数
を
増
し
た
と
み
ら
れ
、
中
道
が
同
年
五
月
に
黒
石
町
の
旅
館
で
三
名
の
イ
タ
コ
に
祭
祀
を
行
わ
せ

た
際
に
も
、
「
佐
藤
雨
山
、
奈
良
岡
猿
賀
神
社
々
司
外
十
数
名
の
人
達
」
が
集
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
６
０

。 

と
は
言
え
、
前
述
の
如
き
機
運
に
よ
っ
て
解
明
が
進
ん
だ
の
は
、
決
し
て
オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
の
事
項
の
み
で
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
祭
祀
者
自
体
へ

の
関
心
は
、
オ
シ
ラ
サ
マ
と
の
関
係
に
止
ま
ら
な
い
、
イ
タ
コ
が
有
す
る
職
能
の
多
様
性
に
も
光
を
当
て
て
い
る
。
こ
の
点
で
優
れ
た
功
績
を
挙
げ
た
の
が
、

野
辺
地
村
出
身
の
中
市
謙
三
で
あ
る
。
青
森
県
下
の
霊
魂
に
ま
つ
わ
る
民
間
伝
承
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
中
市
は
、
オ
シ
ラ
サ
マ
と
の
関
係
が
前
景
化
さ
れ
る

学
風
の
中
に
あ
っ
て
６
１

、
イ
タ
コ
の
死
霊
に
関
わ
る
側
面
等
に
も
注
意
を
払
い
、
数
々
の
貴
重
な
情
報
を
含
む
論
考
を
『
旅
と
伝
説
』
に
発
表
し
た
。
な
か
で
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も
、「
恐
山
詣
」（
『
旅
と
伝
説
』
第
一
二
巻
第
二
号
、
一
九
三
九
年
）
は
、
恐
山
に
お
け
る
イ
タ
コ
マ
チ
の
発
生
時
期
を
示
唆
す
る
点
で
大
変
意
義
深
い
論
考
で

あ
る
。
商
売
の
多
様
性
に
目
が
向
け
ら
れ
、
神
口
・
死
口
・
生
口
と
い
っ
た
巫
業
の
種
別
が
明
ら
か
と
な
る
の
は
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
巫
女
は
お
し
ら
様

と
関
連
し
て
い
る
が
、
こ
の
外
に
幽
界
を
物
語
る
所
謂
口
よ
せ
と
し
て
、
あ
る
ひ
は
神
口
、
生
口
、
死
口
な
ど
を
行
ふ
も
の
で
あ
り
、
更
に
狐
（
霊
狐
）
を
駆

使
す
る
も
の
と
し
て
の
力
を
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
」
６
２

と
い
う
彼
の
指
摘
は
、
ま
さ
に
時
代
を
先
取
り
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
柳
田
の
取
り
組
み
と
起
源
論
争
に
端
を
発
す
る
オ
シ
ラ
サ
マ
研
究
の
進
展
は
、
イ
タ
コ
信
仰
の
探
究
に
も
少
な
か
ら
ず
進
展
を
も
た
ら
し

て
き
た
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
概
観
に
は
最
も
重
視
さ
る
べ
き
人
物
の
研
究
成
果
が
欠
け
て
い
る
。
戦
前
の
イ
タ
コ
研
究
に
お
い
て
、
祭
文
採
集
と

文
化
実
態
の
把
握
、
い
ず
れ
の
点
で
も
卓
越
し
た
成
果
を
残
し
た
人
物
、
そ
れ
は
先
に
名
を
挙
げ
た
八
戸
の
小
井
川
潤
次
郎
で
あ
る
。
「
北
奥
民
俗
学
の
巨
星
」

と
讃
え
ら
れ
、
柳
田
か
ら
は
「
孤
高
の
人
」
と
評
さ
れ
た
小
井
川
は
、
教
職
を
奉
ず
る
傍
ら
八
戸
地
方
の
民
俗
研
究
に
従
事
し
、
特
に
オ
シ
ラ
サ
マ
、
え
ん
ぶ

り
、
イ
タ
コ
に
関
し
て
優
れ
た
功
績
を
残
し
た
。
柳
田
を
始
め
、
中
道
や
喜
田
と
い
っ
た
人
々
と
交
流
を
持
ち
、『
東
北
文
化
研
究
』
や
『
旅
と
伝
説
』
等
の
雑

誌
に
も
寄
稿
す
る
一
方
、
一
九
二
八
年
（
昭
和
三
年
）
に
八
戸
郷
土
研
究
会
を
立
ち
上
げ
６
３

、
郷
土
研
究
に
尽
力
し
た
。 

 

終
戦
間
近
の
一
九
四
四
年
（
昭
和
一
九
）
、
小
井
川
は
一
人
の
イ
タ
コ
が
保
有
す
る
伝
承
を
纏
め
る
こ
と
を
志
す
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
八
戸
郷
土
研

究
会
の
会
員
だ
っ
た
夏
堀
謹
二
郎
の
手
に
よ
る
「
ま
ぐ
文
章
」
と
い
う
名
の
連
載
で
あ
っ
た
。
夏
堀
は
、
八
戸
の
石
橋
さ
だ
巫
女
と
根
城
す
ゑ
巫
女
か
ら
聞
い

て
ま
と
め
た
祭
文
に
、
当
地
で
「
イ
タ
コ
の
語
る
も
の
」
を
表
す
「
ま
ぐ
（
ご
）
も
ん
じ
ょ
」
の
名
を
被
せ
、
一
九
三
七
年
（
昭
和
一
二
）
六
月
二
八
日
一
〇

月
か
ら
二
二
日
ま
で
計
二
十
八
回
に
わ
た
っ
て
『
奥
南
新
報
』
に
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
６
４

。
こ
れ
に
触
発
さ
れ
た
小
井
川
は
、
懇
意
に
し
て
い
た
根
城
巫
女

よ
り
承
諾
を
得
て
、
夏
堀
の
校
正
修
補
し
た
「
ま
ぐ
文
章
」
を
下
敷
き
に
伝
承
の
聞
書
き
を
行
っ
た
の
だ
っ
た
。
オ
シ
ラ
サ
マ
の
研
究
に
着
手
し
て
い
た
小
井

川
が
、
こ
れ
を
初
め
て
自
宅
に
勧
請
し
た
の
は
一
九
二
九
年
（
昭
和
四
）
の
こ
と
で
６
５

、
そ
の
祭
祀
を
請
け
負
っ
て
い
た
の
が
、
当
時
近
所
に
住
ん
で
い
た
根

城
巫
女
で
あ
る
。 

な
お
、
根
城
巫
女
が
北
糠
塚
の
石
田
山
光
龍
寺
地
内
に
越
し
て
き
た
の
は
一
九
三
〇
年
（
昭
和
五
）
だ
が
６
６

、
一
九
二
九
年
（
昭
和
四
）
四
月
、
小
井
川
が

喜
田
や
大
山
柏
率
い
る
大
山
史
前
学
研
究
所
の
人
々
の
た
め
に
オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
を
催
し
た
際
、
是
川
村
の
大
木
マ
サ
巫
女
と
共
に
根
城
巫
女
が
呼
ば
れ
て
い

る
事
実
に
鑑
み
る
と
、
両
者
の
交
流
は
根
城
巫
女
の
転
居
以
前
よ
り
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
６
７

。
小
井
川
は
同
年
九
月
に
も
ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
の
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人
々
の
た
め
に
自
宅
で
オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
を
行
っ
て
お
り
、
一
九
三
七
年
（
昭
和
一
二
）
に
は
ラ
ジ
オ
放
送
で
オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
の
実
演
を
配
信
す
る
な
ど
、

こ
の
信
仰
の
知
名
度
向
上
に
多
大
な
る
貢
献
を
果
た
し
た
が
、
彼
の
そ
う
し
た
取
り
組
み
に
力
を
貸
し
て
き
た
の
が
、
他
で
も
な
い
根
城
巫
女
で
あ
っ
た
。 

 

戦
中
の
混
乱
を
経
て
、
聞
き
取
り
の
成
果
は
一
九
五
三
年
（
昭
和
二
八
）
に
漸
く
著
書
と
し
て
日
の
目
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
『
い
た
こ
の
伝
承
』

で
あ
る
。
三
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
本
書
で
特
に
評
価
さ
れ
る
の
は
書
名
と
同
題
の
第
二
部
で
、
こ
こ
に
は
根
城
巫
女
の
保
有
す
る
祭
文
の
一
切
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
夏
堀
の
「
ま
ぐ
文
章
」
に
も
言
え
る
が
、
イ
タ
コ
の
知
る
詞
章
を
網
羅
的
か
つ
体
系
的
に
把
握
す
る
と
い
う
試
み
は
前
例
が
な
く
、
そ
の
資
料
的
価

値
は
質
・
量
い
ず
れ
の
点
に
お
い
て
も
極
め
て
高
い
。
さ
ら
に
、
祭
文
が
師
匠
か
ら
伝
授
さ
れ
た
順
序
で
記
さ
れ
、
修
業
の
段
取
り
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
イ
タ
コ
の
成
巫
過
程
を
知
る
う
え
で
も
有
意
義
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
成
巫
に
関
し
て
は
「
い
た
こ
の
伝
承
」
の
前
後
に
置
か
れ
た
「
根

城
す
ゑ
巫
女
の
こ
と
」「
巫
女
の
修
法
瞥
見
記
」
も
貴
重
な
情
報
を
提
供
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
巫
女
の
経
歴
を
詳
述
す
る
前
者
は
、
戦
後
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム

研
究
で
主
流
と
な
っ
た
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
調
査
の
先
駆
と
も
言
え
よ
う
。 

 

本
書
以
外
に
も
、
『
盲
人
か
ら
聞
い
た
話
』
（
八
戸
郷
土
叢
書
、
一
九
五
一
年
）
や
「
構
成
・
編
曲
」
（
『
八
戸
郷
土
研
究
会
月
報
』
昭
和
三
二
年
月
報
三
、
一

九
五
七
年
）
、「
根
城
す
ゑ
巫
女
聞
書
」（
『
八
戸
郷
土
研
究
会
月
報
』
一
一
の
三
、
一
九
六
〇
年
）
、「
巫
女
に
か
か
は
る
話
」（
小
井
川
潤
次
郎
著
・
小
井
川
洋
夫

編
『
伝
説
雑
纂
』
木
村
書
店
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
、
小
井
川
は
イ
タ
コ
の
文
化
実
態
を
示
す
優
れ
た
著
作
を
多
数
残
し
て
い
る
。
と
は
言
え
、
後
進
の
研
究

者
に
対
す
る
影
響
力
の
点
で
言
え
ば
、
や
は
り
『
い
た
こ
の
伝
承
』
に
勝
る
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
。
戦
後
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
を
牽
引
し
た
石
津
照
爾
と

桜
井
徳
太
郎
は
、
い
ず
れ
も
『
い
た
こ
の
伝
承
』
を
重
要
参
考
文
献
と
位
置
づ
け
、
南
部
イ
タ
コ
の
調
査
を
実
施
し
て
い
る
６
８

。
ま
し
て
や
、
後
者
は
当
時
入

手
が
困
難
と
な
っ
て
い
た
本
書
の
価
値
を
考
慮
し
、
自
著
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム 

上
巻
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
）
に
詞
章
の
全
文
を
再
録
し
て
さ

え
い
る
。
祭
文
研
究
が
今
な
お
本
書
の
詞
章
を
も
と
に
論
を
展
開
し
て
い
る
点
を
顧
み
て
も
６
９

、
小
井
川
の
『
い
た
こ
の
伝
承
』
が
イ
タ
コ
研
究
に
果
た
し
た

貢
献
は
計
り
知
れ
な
い
。 

 

２ 

「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
視
座 

 

こ
の
よ
う
に
、
柳
田
國
男
に
始
ま
る
民
俗
学
の
流
れ
の
中
で
学
問
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
、
ミ
コ
と
オ
シ
ラ
サ
マ
と
い
う
二
方
面
か
ら
探
究
が
進
め
ら
れ
て
き
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た
イ
タ
コ
で
あ
る
が
、
戦
後
は
こ
こ
に
宗
教
学
、
民
俗
学
、
文
化
人
類
学
、
精
神
医
学
と
い
っ
た
諸
分
野
が
合
流
し
、「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
問
題
意
識

を
共
有
し
な
が
ら
、
宗
教
的
職
能
者
と
し
て
の
独
自
性
お
よ
び
類
似
性
、
地
域
社
会
と
の
関
係
性
等
に
関
し
て
、
各
々
の
立
場
よ
り
重
層
的
に
議
論
が
展
開
さ

れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
と
同
時
に
、
職
能
へ
の
着
目
や
カ
ミ
サ
マ
と
呼
称
さ
れ
る
類
似
者
と
の
比
較
、
そ
し
て
学
界
の
内
外
よ
り
湧
き
起
こ
っ
た
「
恐
山
の

イ
タ
コ
」
へ
の
関
心
に
よ
っ
て
、
死
者
の
憑
依
と
い
う
局
面
に
重
き
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
、
戦
後
の
イ
タ
コ
研
究
の
特
徴
と
言
え
よ
う
。 

 

そ
も
そ
も
「
シ
ャ
ー
マ
ン
（
シ
ャ
マ
ン
）
」
と
は
、
北
東
ア
ジ
ア
に
分
布
す
る
ツ
ン
グ
ー
ス
族
の
職
能
者
「
サ
マ
ン
」
に
由
来
す
る
語
と
解
さ
れ
、
そ
こ
に
は

次
第
に
地
域
的
文
脈
を
離
れ
、
類
似
の
者
を
も
包
括
す
る
学
術
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
存
在
し
て
い
る
７
０

。
つ
ま
り
、
フ
ォ

ー
ク
タ
ー
ム
が
広
範
な
事
例
を
内
包
す
る
普
遍
的
な
分
析
概
念
に
転
用
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
概
念
形
成
の
背
景
が
「
シ
ャ
ー
マ
ン
」
お
よ
び
、
彼
ら

を
中
心
に
形
成
さ
れ
る
宗
教
現
象
を
指
す
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
定
義
を
め
ぐ
る
論
争
を
生
み
出
す
一
因
と
も
な
っ
た
。 

 

そ
う
し
た
一
連
の
議
論
に
最
も
影
響
力
を
持
ち
、
か
つ
こ
れ
を
推
進
す
る
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
ミ
ル
チ
ア
・
エ
リ
ア
ー
デ
が
一
九
五
一
年
（
昭

和
二
六
）
に
発
表
し
た

L
a

 C
h

a
m

a
n

is
m

e
 e

t le
s
 T

e
c
h

n
iq

u
e

s
 a

r
c
h

a
ïq

u
e

s
 d

e
 l'e

x
ta

s
e

（
邦
題
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
―
古
代
的
エ
ク
ス
タ
シ
ー
技
術
』
）

で
あ
ろ
う
。
本
書
の
英
訳
版
は
一
九
六
四
年
（
昭
和
三
九
）
に
刊
行
と
な
り
、
日
本
の
研
究
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
こ
の
英
訳
版
で
あ
っ
た
と
い
う
７
１

。 

既
に
多
く
の
研
究
者
が
指
摘
を
行
っ
て
い
る
た
め
深
入
り
は
避
け
る
が
、
彼
の
理
論
を
特
徴
付
け
て
い
る
の
は
、
シ
ベ
リ
ア
と
中
央
ア
ジ
ア
の
宗
教
現
象
を

典
型
と
見
な
し
た
う
え
で
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
「
エ
ク
ス
タ
シ
ー
技
術
」
と
し
て
捉
え
る
視
点
で
あ
る
。
シ
ャ
ー
マ
ン
が
ト
ラ
ン
ス
（
忘
我
・
恍
惚
・
意
識

喪
失
）
の
状
態
に
お
い
て
実
現
す
る
、
霊
魂
の
肉
体
か
ら
の
一
時
的
な
離
脱
を
エ
ク
ス
タ
シ
ー
（
脱
魂
）
と
呼
ぶ
。
エ
リ
ア
ー
デ
は
エ
ク
ス
タ
シ
ー
を
人
間
の

状
態
に
お
け
る
根
本
的
な
、
非
歴
史
的
現
象
と
捉
え
、
そ
の
形
態
的
な
差
異
は
歴
史
的
・
宗
教
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
生
じ
た
解
釈
と
評
価
に
依
る
も

の
と
考
え
た
７
２

。 

彼
の
憑
依
・
憑
霊
（
ポ
ゼ
ッ
シ
ョ
ン
）
に
対
す
る
見
解
は
、
堀
一
郎
訳
で
一
九
七
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
日
本
語
版
の
序
文
に
明
白
で
、
そ
こ
で
は
「
シ
ャ
ー

マ
ン
の
魂
（
若
し
く
は
「
主
霊
魂
」
）
が
、
上
方
の
世
界
も
し
く
は
地
下
界
を
旅
し
て
い
る
間
に
、
「
も
ろ
も
ろ
の
精
霊(

ス
ピ
リ
ッ
ツ)

」
が
シ
ャ
ー
マ
ン
の
肉

体
に
と
り
つ
く
こ
と
は
出
来
る
。
が
、
こ
の
逆
の
プ
ロ
セ
ス
を
想
像
す
る
こ
と
は
困
難
だ
か
ら
」
７
３

、
「
憑
霊
は
そ
の
語
の
正
確
な
意
味
に
於
け
る
シ
ャ
ー
マ

ニ
ズ
ム
の
支
配
下
に
あ
る
諸
地
域
（
シ
ベ
リ
ア
）
で
は
二
次
現
象
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
７
４

と
い
っ
た
理
由
か
ら
、
憑
依
を
古
代
的
で
普
遍
的
現
象
で
あ
る
と
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し
な
が
ら
も
、
エ
ク
ス
タ
シ
ー
に
先
立
つ
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
憑
依
を
特
徴
と
し
、
強
度
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
体
験
を
伴
わ
な
い
制
度
的

イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
採
る
日
本
の
巫
女
に
は
、
「
か
な
り
混
淆
を
経
た
、
後
期
の
段
階
の
も
の
」
７
５

と
い
う
評
価
が
下
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
フ
レ

ー
ム
が
、
日
本
の
研
究
者
を
始
め
、
憑
依
型
の
巫
俗
を
射
程
に
収
め
た
い
と
考
え
る
人
々
の
頭
を
悩
ま
せ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
エ
ク
ス
タ
シ

ー
を
重
視
し
た
エ
リ
ア
ー
デ
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
は
、
む
し
ろ
彼
の
除
外
し
た
憑
依
の
布
置
に
議
論
の
焦
点
を
合
わ
せ
る
役
を
負
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

 

日
本
に
お
け
る
エ
リ
ア
ー
デ
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
の
普
及
の
立
役
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
継
承
者
で
も
あ
っ
た
堀
一
郎
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
を
「
エ
ク
ス

タ
シ
ー
（
脱
魂
・
忘
我
）
技
術
を
身
に
つ
け
た
特
殊
な
呪
術
宗
教
者
」
７
６

と
定
義
し
た
う
え
で
、
日
本
の
巫
女
を
質
的
に
「
真
正
巫
」
と
「
擬
制
巫
（
擬
制
シ

ャ
ー
マ
ン
）
」
に
大
別
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
に
準
拠
す
る
彼
に
と
っ
て
、「
真
正
巫
（
真
正
シ
ャ
ー
マ
ン
）
」
と
は
あ
く
ま
で
シ
ベ
リ
ア
型

の
シ
ャ
ー
マ
ン
の
系
統
と
見
ら
れ
る
召
命
入
巫
者
で
あ
り
、
こ
れ
は
修
行
に
よ
っ
て
成
巫
し
、
エ
ク
ス
タ
シ
ー
や
ト
ラ
ン
ス
の
状
態
を
示
さ
な
い
、
口
寄
せ
巫

女
の
よ
う
な
「
擬
制
巫
」
と
は
峻
別
さ
れ
る
べ
き
存
在
と
解
さ
れ
た
７
７

。
堀
は
イ
タ
コ
の
実
態
を
も
と
に
、
口
寄
せ
巫
女
と
「
真
正
巫
」
と
の
相
違
を
列
挙
し

て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
「
依
頼
者
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
死
霊
そ
の
他
に
憑
依
さ
れ
る
だ
け
で
、
い
わ
ゆ
る
エ
ク
ス
タ
シ
ー
と
か
ト
ラ
ン
ス
の
状
態
に
は
な
ら

な
い
ら
し
い
こ
と
」
７
８

と
い
う
指
摘
は
、
準
拠
枠
と
し
て
の
エ
リ
ア
ー
デ
の
存
在
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
真
／
擬
」
の
区
分
を
導
入
す
る

上
記
の
戦
略
が
、「
擬
制
」
の
価
値
の
下
、
憑
依
を
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
射
程
に
収
め
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
事
実
を
、
我
々
は
看
過
す
べ
き
で
な
い
だ
ろ
う

７
９

。 

こ
う
し
た
先
駆
者
の
策
を
経
て
、
日
本
に
お
け
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
は
、
そ
の
後
、
憑
依
に
エ
ク
ス
タ
シ
ー
（
脱
魂
）
と
同
等
の
価
値
を
認
め
、
両
者

を
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
類
型
と
定
位
す
る
よ
う
な
方
向
で
深
化
を
遂
げ
て
い
っ
た
。 

例
え
ば
、
堀
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
を
後
押
し
し
た
と
考
え
ら
れ
る
石
津
照
璽
は
８
０

、
超
自
然
的
な
も
の
に
関
わ
る
信
念
や
儀
礼
の
形
態
を
「
宗
教
的
」

「
呪
術
的
」
「
巫
俗
的
（s

h
a

m
a

n
is

tic

）
」
の
三
つ
に
分
類
し
た
う
え
で
、
「
巫
俗
的
」
を
他
の
二
形
態
と
相
違
せ
し
め
る
特
質
を
、
「
ト
ラ
ン
ス
（
脱
我
・
自

己
転
換
・
忘
我
・
失
神
）
」
と
い
う
巫
者
の
心
理
的
状
態
の
特
異
性
に
求
め
、
こ
こ
に
は
「
天
上
に
ゆ
き
地
下
に
降
る
」
や
「
精
霊
や
神
が
地
上
に
よ
ば
れ
て
、

地
上
の
も
の
に
一
時
的
に
来
、
或
い
は
シ
ャ
マ
ン
の
躰
に
憑
依
す
る
」
と
い
っ
た
考
え
方
や
心
的
状
態
が
存
在
す
る
と
想
定
し
た
８
１

。
こ
の
規
定
は
、
「
ト
ラ

ン
ス
」
に
重
き
を
置
く
こ
と
で
、
憑
依
を
脱
魂
と
並
ぶ
型
と
し
て
「
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
」
の
範
疇
へ
と
組
み
込
む
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
後
に
佐
々
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木
宏
幹
が
「
憑
入
型
」
や
「
憑
感
型
」
と
名
付
け
た
よ
う
な
シ
ャ
ー
マ
ン
と
超
自
然
的
領
域
と
の
関
わ
り
に
見
る
多
様
性
へ
の
配
慮
も
見
受
け
ら
れ
、
こ
こ
に

は
「
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
」
の
導
入
に
際
し
、
個
々
の
事
例
の
特
徴
を
安
易
に
還
元
せ
ず
、
具
体
相
の
検
討
を
も
っ
て
慎
重
に
包
括
的
な
分
析
概
念
の
構
築
を
図
っ

た
石
津
の
学
問
的
姿
勢
が
窺
え
る
。「
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
」
の
文
脈
に
お
い
て
、
彼
が
東
北
地
方
の
巫
俗
を
「
ミ
コ
」
と
「
行
者
」
と
い
う
区
分
で
分
析
す
る
状
況

は
、
ま
さ
に
そ
の
象
徴
と
言
え
よ
う
。 

石
津
は
、
総
合
研
究
「
東
北
地
方
に
お
け
る
宗
教
と
呪
術
の
機
能
と
形
態
」
（
一
九
五
一
‐
一
九
五
三
年
）
と
各
個
研
究
「
東
北
の
巫
俗
」
（
一
九
五
四
‐
一

九
五
五
年
）
を
通
じ
て
東
北
地
方
に
お
け
る
巫
俗
の
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
中
で
イ
タ
コ
や
関
係
者
に
聞
き
取
り
を
実
施
し
て
い
る
。
聞
き
取
り
の
要
項

は
「
土
地
の
事
情
、
慣
習
」
「
師
承
と
修
行
」
「
神
お
ろ
し
、
ほ
と
け
お
ろ
し
、
占
い
等
の
作
法
、
内
容
、
時
期
等
」
「
効
果
や
機
能
」
「
組
織
や
系
統
」
の
五
つ

で
、
青
森
県
南
部
地
方
、
青
森
県
津
軽
途
方
、
秋
田
県
南
秋
田
・
仙
北
地
方
の
結
果
が
、
「
東
北
の
巫
俗
採
訪
覚
え
書
（
１
‐
３
）
」
（
『
慶
応
義
塾
大
学
大
学
院

社
会
学
研
究
科
紀
要
』
第
九
号
‐
第
一
一
号
、
一
九
六
九
‐
一
九
七
一
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
堀
や
石
津
の
宗
教
学
と
隣
接
す
る
民
俗
学
の
立
場
か
ら
こ
の
分
野
に
大
き
く
貢
献
し
た
人
物
と
し
て
は
、
桜
井
徳
太
郎
が
挙
げ
ら
れ
る
。
桜
井
は
シ

ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
関
し
て
非
常
に
多
く
の
著
作
を
残
し
て
い
る
が
、
イ
タ
コ
と
い
う
対
象
を
考
慮
し
た
場
合
、
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
『
日
本
の
シ

ャ
マ
ニ
ズ
ム
（
上
巻
・
下
巻
）
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
・
七
七
年
）
で
あ
ろ
う
。『
沖
縄
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
』（
弘
文
堂
、
一
九
七
三
年
）
に
続
く
本
書
は
、

南
島
と
共
に
「
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
」
が
色
濃
く
残
る
東
北
日
本
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
両
者
の
結
果
を
も
っ
て
日
本
に
お
け
る
「
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
」
の
総
体
的

な
把
握
と
体
系
化
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
桜
井
の
学
問
に
特
徴
的
な
の
は
、
柳
田
の
問
題
意
識
に
連
な
る
「
わ
が
国
民
族
信
仰
の
原
初
形
態
」
を
課
題
と
し

つ
つ
も
、
そ
の
探
究
の
た
め
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
で
の
「
比
較
」
を
掲
げ
る
点
で
あ
り
、
彼
は
脱
魂
や
憑
霊
を
「
シ
ャ
ー
マ
ン
」
の
特
色
た
る
ト
ラ
ン
ス
の

社
会
文
化
的
に
決
定
さ
れ
た
内
容
の
類
型
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
憑
依
を
示
す
日
本
の
巫
女
を
比
較
研
究
の
俎
上
に
載
せ
て
い
る
８
２

。
ト
ラ
ン
ス
を
「
シ

ャ
ー
マ
ン
」
の
特
質
と
す
る
点
で
、
こ
れ
は
前
掲
の
石
津
の
枠
組
み
に
重
な
る
。 

刊
行
こ
そ
『
沖
縄
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
』
の
方
が
早
か
っ
た
と
は
言
え
、
桜
井
の
東
北
地
方
に
お
け
る
巫
俗
調
査
は
、
沖
縄
に
先
ん
じ
て
始
ま
っ
て
い
た
８
３

。

和
歌
森
太
郎
を
団
長
と
し
た
一
九
六
六
年
（
昭
和
四
一
）
に
始
ま
る
津
軽
地
方
の
民
俗
調
査
を
皮
切
り
に
、
桜
井
は
南
部
地
方
（
一
九
六
七
・
七
三
年
）
、
下
北

地
方
（
一
九
七
〇
年
）
と
イ
タ
コ
を
中
心
と
し
た
巫
女
の
実
態
調
査
を
重
ね
、
「
津
軽
イ
タ
コ
と
巫
俗
」
（
和
歌
森
太
郎
編
『
津
軽
の
民
俗
』
吉
川
弘
文
館
、
一
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九
七
〇
年
）
の
発
表
を
経
て
、
一
連
の
調
査
結
果
を
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
上
巻
』
へ
と
結
実
さ
せ
た
。
本
書
を
特
徴
付
け
て
い
る
の
は
、
類
型
化
の
意
欲

と
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
設
定
で
あ
る
。
「
原
初
形
態
の
割
り
出
し
」
と
「
他
民
族
と
の
比
較
」
の
た
め
、
桜
井
は
日
本
の
巫
女
が
持
つ
特
色
の
明
示
に
腐
心
す
る
。

そ
こ
で
使
用
さ
れ
た
の
が
、
指
標
の
提
示
に
基
づ
く
類
型
化
の
手
法
で
あ
り
、
本
書
で
は
と
り
わ
け
「
成
巫
過
程
」
と
「
機
能
（
巫
術
）
」
の
二
点
に
ウ
ェ
イ
ト

を
置
き
な
が
ら
イ
タ
コ
の
実
態
解
明
が
図
ら
れ
て
い
る
。 

 

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
問
題
意
識
の
流
入
は
、
イ
タ
コ
を
始
め
日
本
の
巫
俗
の
解
明
に
多
大
な
貢
献
を
果
た
し
た
。
脱
魂
と
憑
依
を
め
ぐ
る
一
連
の
議
論

は
、
巫
者
的
人
物
と
超
自
然
的
領
域
と
の
交
渉
の
在
り
方
へ
と
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
こ
れ
が
顕
著
に
発
現
す
る
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
巫
業
の
側
面
を
明
ら

か
に
す
る
と
共
に
、
こ
れ
ま
で
漠
然
と
類
似
の
者
と
認
識
さ
れ
て
き
た
存
在
―
イ
タ
コ
の
場
合
で
言
え
ば
、
カ
ミ
サ
マ
や
ゴ
ミ
ソ
と
呼
ば
れ
る
人
々
―
と
の
差

異
を
明
確
化
す
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
何
よ
り
、
脱
地
域
的
な
比
較
研
究
の
道
を
開
き
、
通
文
化
的
な
議
論
へ
の
参
与
と
多
様
な
学
問
分
野
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー

チ
を
可
能
に
し
た
点
で
、
こ
の
枠
組
み
が
果
た
し
た
学
問
上
の
貢
献
に
疑
念
の
余
地
は
な
い
。 

 

３ 

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
の
展
開 

 

し
か
し
な
が
ら
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
な
い
し
シ
ャ
ー
マ
ン
が
〝
個
人
の
経
験
〟
で
あ
る
と
こ
ろ
の
脱
魂
・
憑
依
・
ト
ラ
ン
ス
に
焦
点
を
当
て
る
よ
う
な
概
念

で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
研
究
が
シ
ャ
ー
マ
ン
的
人
物
〝
自
体
〟
に
重
き
を
置
い
た
も
の
と
な
り
が
ち
だ
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
初
期

の
研
究
の
多
く
が
、
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
調
査
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
イ
タ
コ
や
カ
ミ
サ
マ
自
身
の
語
り
に
依
っ
て
い
た
状
況
に
も
見
て
取
れ
よ
う
。
シ
ャ

ー
マ
ニ
ズ
ム
な
る
文
化
現
象
の
中
心
を
成
す
の
は
、
他
で
も
な
い
シ
ャ
ー
マ
ン
と
い
う
宗
教
的
職
能
者
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
人
物
の
実
態
解
明
が
シ
ャ
ー
マ

ニ
ズ
ム
研
究
の
第
一
歩
と
さ
れ
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
当
然
の
成
り
行
き
と
言
え
る
。
だ
が
、
シ
ャ
ー
マ
ン
と
は
社
会
的
な
認
知
を
得
て
初
め
て
成
立
し
得
る

存
在
で
あ
り
、
当
人
が
い
く
ら
超
自
然
的
領
域
と
の
交
流
を
主
張
し
よ
う
と
、
シ
ャ
ー
マ
ン
と
承
認
し
信
仰
す
る
人
々
無
し
に
、
そ
れ
が
個
人
の
私
的
体
験
の

域
を
出
る
こ
と
は
な
い
。 

 

ま
た
、
巫
業
は
依
頼
者
が
い
て
初
め
て
成
り
立
つ
局
面
で
あ
る
が
、
イ
タ
コ
の
巫
業
を
観
察
し
た
研
究
者
達
の
視
野
の
中
に
、
果
た
し
て
依
頼
者
の
姿
は
あ

っ
た
だ
ろ
う
か
。
巫
業
と
い
う
〝
場
の
形
成
〟
に
参
与
す
る
者
と
し
て
の
依
頼
者
、
彼
ら
の
解
釈
、
そ
し
て
依
頼
者
と
シ
ャ
ー
マ
ン
を
支
え
る
世
界
観
と
い
っ
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た
問
題
を
、
従
来
の
研
究
が
十
分
に
考
慮
し
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
つ
ま
り
、
シ
ャ
ー
マ
ン
を
シ
ャ
ー
マ
ン
た
ら
し
め
て
い
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
捨
象
と
い

う
意
味
で
、
脱
魂
と
憑
依
を
め
ぐ
る
従
来
の
議
論
は
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
一
局
面
の
解
明
に
終
始
す
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
を
鋭

く
突
い
た
の
が
、
宗
教
学
の
楠
正
弘
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
弁
明
し
て
お
け
ば
、
前
掲
の
よ
う
な
研
究
傾
向
の
発
生
が
、
直
ち
に
初
期
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
研
究
の
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
視
座
の
欠
如
を

示
す
わ
け
で
は
な
い
。
エ
リ
ア
ー
デ
が
エ
ク
ス
タ
シ
ー
を
非
歴
史
的
現
象
と
捉
え
つ
つ
、
事
象
の
形
態
差
を
歴
史
的
‐
宗
教
的
環
境
に
求
め
た
こ
と
は
、
既
述

の
と
お
り
で
あ
る
。
一
方
、
脱
魂
を
憑
依
と
共
に
ト
ラ
ン
ス
の
形
態
と
定
位
し
た
石
津
の
場
合
も
、「
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
は
、
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
は
社
会
的
な

も
の
で
、
そ
の
形
態
や
機
能
が
社
会
的
・
伝
統
的
に
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
見
て
来
た
よ
う
な
シ
ャ
マ
ン
の
心
的
状
態
を
ま
で
も
限
定

す
る
」
８
４

と
、
や
は
り
人
間
の
心
的
状
態
で
あ
る
ト
ラ
ン
ス
を
社
会
的
伝
統
的
に
範
型
付
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
彼
ら
の
研
究
が
実

質
的
に
こ
れ
ら
の
問
題
に
踏
み
込
ん
だ
内
容
で
あ
っ
た
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。 

 

石
津
や
堀
の
学
問
を
批
判
的
に
発
展
さ
せ
た
楠
正
弘
は
、「
石
津
教
授
の
よ
う
に
、
エ
ク
ス
タ
シ
ー
現
象
を
、
直
ち
に
、
エ
ク
ス
タ
ィ
ッ
ク
な
経
験
に
還
元
し

て
し
ま
う
と
、
シ
ャ
マ
ン
と
そ
の
依
頼
者
と
か
ら
な
り
た
つ
シ
ャ
マ
ン
信
仰
集
団
の
具
体
的
現
象
が
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
」
８
５

と
し
て
、
「
シ
ャ
マ
ン
の
シ
ャ

マ
ン
た
る
所
以
を
探
求
す
る
シ
ャ
マ
ン
論
」
と
「
シ
ャ
マ
ン
が
依
頼
者
集
団
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
果
す
シ
ャ
マ
ン
の
機
能
構
造
論
」
の
二
局
面
よ
り
信
仰
の

構
造
分
析
が
行
わ
れ
る
必
要
を
説
い
た
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
は
、「
シ
ャ
マ
ン
」
を
特
徴
付
け
る
宗
教
経
験
（
楠
は
こ
れ
を
「
エ
ク
ス
タ
シ
ー
経
験
」
と
呼
び
、

憑
依
を
「
エ
ク
ス
タ
シ
ー
・
ポ
ゼ
ッ
シ
ョ
ン
型
」
、
脱
魂
を
「
エ
ク
ス
タ
シ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
型
」
と
表
す
）
８
６

の
質
的
な
差
異
に
注
目
し
た
、
「
第
一
の
「
シ
ャ

マ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
」
（
成
巫
時
に
見
ら
れ
る
私
的
な
発
露
）
、
「
第
二
の
「
シ
ャ
マ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
」
（
依
頼
者
と
の
間
で
示
さ
れ
る
公
的
な
発
露
）
と
い

う
、
日
本
の
巫
俗
を
理
解
す
る
の
に
非
常
に
有
効
な
枠
組
み
を
生
み
出
し
て
い
る
。 

 

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
社
会
性
を
捉
え
る
楠
の
分
析
視
座
は
、
彼
が
行
っ
た
イ
タ
コ
と
ゴ
ミ
ソ
の
研
究
に
お
い
て
真
価
を
発
揮
し
て
い
る
。
イ
タ
コ
信
仰
・
ゴ

ミ
ソ
信
仰
が
、
①
「
イ
タ
コ
や
ゴ
ミ
ソ
自
身
の
神
仏
に
対
す
る
信
仰
」
、
②
「
イ
タ
コ
や
ゴ
ミ
ソ
に
対
す
る
一
般
庶
民
の
信
仰
」
、
③
「
一
般
庶
民
の
神
仏
信
仰
」

か
ら
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
楠
は
、
「
イ
タ
コ
や
ゴ
ミ
ソ
は
、
そ
の
信
者
群
に
支
え
ら
れ
て
、
そ
の
職
業
的
地
位
を
た
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
、

こ
の
場
面
を
は
ず
し
て
、
イ
タ
コ
や
ゴ
ミ
ソ
の
生
涯
（
①
）
を
論
ず
る
場
合
、
イ
タ
コ
や
ゴ
ミ
ソ
は
、
あ
る
い
は
盲
人
の
研
究
、
精
神
症
の
研
究
、
遊
女
の
研
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究
等
の
一
部
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」
８
７

と
し
て
、
従
来
独
自
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
①
③
を
、
②
を
前
提
に
論
ず
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す

る
。
こ
れ
を
受
け
、
「
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
よ
る
成
巫
過
程
の
把
握
（
①
）
」
、
「
死
者
観
の
変
遷
と
地
域
的
地
蔵
信
仰
の
把
握
（
③
）
→
ホ
ト
ケ
オ
ロ
シ
の
構

造
分
析
（
②
）
」
、
「
オ
シ
ラ
サ
マ
信
仰
の
把
握
（
③
）
→
オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
の
構
造
分
析
（
②
）
」
と
進
め
ら
れ
る
分
析
は
、
実
に
鮮
や
か
と
し
か
言
い
よ
う
が

な
い
。
加
え
て
、
楠
の
業
績
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
『
下
北
の
宗
教
』
（
未
来
社
、
一
九
六
八
年
）
と
、
増
補
改
訂
版
に
当
た
る
『
庶
民
信
仰
の
世
界
』（
未

来
社
、
一
九
八
四
年
）
で
あ
ろ
う
。
石
津
の
前
掲
調
査
と
、
一
九
六
三
年
（
昭
和
三
八
）
に
始
ま
る
九
学
会
連
合
の
下
北
半
島
調
査
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
両

書
は
、
下
北
地
方
の
恐
山
信
仰
と
オ
シ
ラ
サ
マ
信
仰
の
探
究
を
通
じ
、
各
々
の
信
仰
現
象
で
イ
タ
コ
が
果
た
す
機
能
を
明
確
化
し
て
い
る
。 

 

な
お
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
様
式
を
規
定
す
る
宗
教
的
な
世
界
観
に
つ
い
て
は
、
桜
井
徳
太
郎
も
こ
れ
を
重
視
し
て
い
る
。
た
だ
し
俯
瞰
的
な
眼
差
し
の
た

め
か
、
東
北
地
方
の
巫
俗
を
扱
っ
た
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム 

上
巻
』
は
、『
沖
縄
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
』
に
比
し
て
背
景
と
な
る
世
界
観
や
地
域
の
信
仰
状
況

へ
の
配
慮
が
十
分
で
は
な
い
。
こ
の
欠
け
を
発
展
的
に
解
消
し
た
の
は
、
桜
井
の
調
査
に
協
力
し
て
い
た
高
松
敬
吉
で
あ
り
、
高
松
は
下
北
地
方
の
巫
俗
を
当

地
の
民
間
信
仰
お
よ
び
他
界
観
の
中
に
位
置
付
け
て
考
察
し
て
い
る
８
８

。 

 

楠
は
、
イ
タ
コ
・
ゴ
ミ
ソ
信
仰
の
「
私
」
と
「
公
」
の
局
面
を
峻
別
し
、
社
会
性
の
点
か
ら
後
者
を
重
視
し
た
が
、
「
私
」
に
当
た
る
成
巫
を
含
め
、
巫
者
と

い
う
存
在
自
体
の
社
会
性
を
指
摘
し
た
の
は
、
楠
に
師
事
し
た
池
上
良
正
と
川
村
邦
光
で
あ
る
。 

 

４ 

社
会
的
存
在
と
し
て
の
巫
者 

 

前
者
の
池
上
は
、
イ
タ
コ
と
類
似
の
宗
教
的
職
能
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
カ
ミ
サ
マ
を
研
究
対
象
に
据
え
、
優
れ
た
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。
イ
タ
コ
研
究
の
進

展
は
、
同
時
に
似
て
非
な
る
者
の
存
在
を
浮
き
彫
り
と
し
、
こ
れ
と
の
差
異
化
を
も
っ
て
イ
タ
コ
の
独
自
性
を
明
示
し
て
き
た
。
イ
タ
コ
と
類
似
者
と
の
違
い

に
つ
い
て
は
、
既
に
名
の
挙
が
っ
た
多
く
の
研
究
者
が
言
及
を
行
っ
て
お
り
、
時
に
「
ゴ
ミ
ソ
」
の
呼
称
を
も
っ
て
理
念
型
が
提
出
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、「
ゴ

ミ
ソ
」
は
侮
蔑
の
意
を
孕
む
語
で
あ
り
、
こ
の
点
を
考
慮
し
た
池
上
は
、
よ
り
一
般
的
な
「
カ
ミ
サ
マ
」
の
名
称
を
採
用
し
て
い
る
８
９

。
東
北
地
方
北
部
の
巫

者
の
分
類
と
し
て
は
、
現
在
、「
イ
タ
コ
」
と
「
カ
ミ
サ
マ
」
の
二
類
型
を
用
い
る
の
が
一
般
的
と
な
っ
て
お
り
、
本
論
で
も
以
降
、
イ
タ
コ
と
類
似
の
宗
教
者

を
指
し
て
「
カ
ミ
サ
マ
」
の
語
を
使
用
し
た
い
。 
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一
九
八
〇
年
代
に
赤
倉
沢
を
中
心
と
し
た
地
域
で
調
査
を
開
始
し
た
池
上
は
、「
あ
る
人
物
を
「
カ
ミ
サ
マ
」
と
認
定
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
文
化
的
コ
ー
ド

に
依
拠
し
た
社
会
的
裁
可
で
あ
る
」
９
０

と
し
て
、
社
会
的
文
化
的
現
象
を
分
類
す
る
概
念
の
規
準
を
、
心
理
生
理
レ
ベ
ル
の
真
偽
に
求
め
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム

研
究
の
在
り
方
に
疑
問
を
呈
し
た
。
そ
し
て
、
結
果
的
に
「
多
岐
に
わ
た
る
事
象
の
総
体
を
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
論
争
の
多
い
概
念
で
包
括
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
完
結
し
た
本
質
的
実
体
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
、
無
用
な
概
念
論
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
同
時
に
、
研
究
全
体
を

静
態
的
に
固
着
化
さ
せ
て
し
ま
う
危
険
性
」
９
１

へ
の
憂
慮
か
ら
、
「
シ
ャ
ー
マ
ン
」
な
い
し
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
に
よ
る
一
般
化
を
避
け
、
「
民
間
巫
者
」
の

語
を
導
入
す
る
に
至
っ
て
い
る
９
２

。
一
連
の
研
究
を
経
て
、
池
上
が
民
間
巫
者
研
究
の
主
眼
と
し
た
の
は
、
制
度
的
宗
教
と
の
対
比
に
お
い
て
低
位
に
置
か
れ

て
き
た
民
間
巫
者
の
「
自
律
性
」
へ
の
着
目
で
あ
り
、「
霊
威
的
次
元
」
の
自
律
的
主
導
性
の
内
に
生
き
る
彼
ら
が
、
個
々
の
歴
史
的
・
社
会
的
・
政
治
的
文
脈

の
中
で
い
か
に
創
造
的
な
意
味
世
界
を
開
く
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
カ
ミ
サ
マ
信
仰
を
考
察
し
て
い
る
。 

 

一
方
の
川
村
は
、
宮
城
県
内
で
活
躍
す
る
盲
目
の
巫
女
・
オ
ガ
ミ
サ
マ
と
晴
眼
の
巫
女
・
カ
ミ
サ
マ
を
対
象
に
、
巫
女
、
そ
し
て
憑
依
と
い
う
事
象
を
、
こ

れ
が
成
立
す
る
社
会
的
・
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
再
解
釈
す
る
こ
と
を
試
み
て
お
り
、
「
憑
依
と
は
、
（
中
略
）
心
理
的
・
生
理
的
な
現
象
で
あ
る
以
上

に
、
社
会
的
な
関
係
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
、
解
釈
や
評
価
を
と
も
な
う
、
す
ぐ
れ
て
文
化
的
な
現
象
で
あ
る
」
９
３

と
し
て
、
こ
ち
ら
も
や
は
り
心
性
を
問
題

と
す
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
か
ら
は
距
離
を
取
っ
て
い
る
。
巫
女
を
取
り
巻
く
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
地
域
社
会
に
お
け
る
信
仰
状
況

な
い
し
宗
教
的
世
界
観
、
ま
た
は
事
象
の
背
後
に
想
定
さ
れ
る
宗
教
的
系
譜
と
い
っ
た
、
聖
の
領
域
に
特
化
す
る
形
で
配
慮
が
な
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
個
別

の
文
脈
の
な
か
で
生
成
す
る
実
践
的
な
知
識
＝
〈
民
間
の
知
〉
と
い
う
川
村
の
視
座
は
、「
聖
」
の
縛
り
を
解
き
、
よ
り
広
義
で
の
地
域
社
会
、
そ
し
て
近
代
日

本
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
も
と
で
の
巫
俗
の
解
釈
を
可
能
と
し
て
い
る
。 

 

池
上
と
川
村
の
研
究
対
象
は
イ
タ
コ
で
は
な
い
も
の
の
、
両
者
に
象
徴
さ
れ
る
巫
俗
研
究
の
転
換
が
、
イ
タ
コ
研
究
の
在
り
方
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
だ
ろ
う
。
楠
以
降
の
研
究
で
顕
著
な
業
績
と
し
て
は
、
華
園
聰
麿
９
４

、
川
島
秀
一
９
５

、
佐
治
靖
９
６

、
山
田
厳
子
９
７

ら
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
、
彼
ら

は
い
ず
れ
も
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
は
異
な
る
視
座
に
立
脚
し
、
信
仰
構
造
、
語
り
の
動
態
、
地
域
社
会
に
お
け
る
巫
業
の
位
置
付
け
と
異
界
観
、
戦
時
下
の
フ

ォ
ー
ク
ロ
ア
と
い
っ
た
多
様
な
位
相
か
ら
、
文
化
的
・
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
の
関
わ
り
の
中
に
イ
タ
コ
を
捉
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
前
述
の
研
究
動
向
が

分
析
概
念
と
し
て
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
有
す
る
有
効
性
の
喪
失
や
限
界
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
佐
々
木
宏
幹
の
偉
業
に
明
白
だ
ろ
う
。
比
較
研
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究
の
発
展
を
視
野
に
概
念
的
枠
組
み
の
先
鋭
化
を
図
る
佐
々
木
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
の
機
能
が
各
々
の
社
会
に
お
け
る
宗
教
複
合
全
体
の
中
で
検
討
さ
れ
る
必
要

を
強
調
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
個
々
の
社
会
的
・
文
化
的
特
質
の
究
明
こ
そ
が
彼
の
究
極
的
な
問
題
関
心
で
あ
る
と
池
上
は
断
言
し
て
い
る
９
８

。 

 

ま
た
、
巫
業
の
依
頼
者
な
ら
び
に
地
域
社
会
に
お
け
る
巫
俗
の
機
能
と
普
及
の
局
面
に
関
し
て
言
え
ば
、
精
神
医
学
の
分
野
が
果
た
し
た
貢
献
も
看
過
出
来

な
い
。
一
九
五
七
年
（
昭
和
三
二
）
に
始
ま
る
順
天
堂
大
学
医
学
部
精
神
神
経
科
学
教
室
の
「
シ
ャ
マ
ン
」
調
査
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
９
９

、
戦
後
、
青
森
県

下
の
巫
者
を
学
問
の
俎
上
に
載
せ
た
立
役
者
の
一
人
は
、
間
違
い
な
く
精
神
医
学
の
分
野
で
あ
っ
た
。
シ
ャ
ー
マ
ン
の
異
常
心
理
へ
の
関
心
に
基
づ
く
巫
者
の

基
本
情
報
の
解
明
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
う
し
た
存
在
を
迎
え
入
れ
る
社
会
と
当
該
地
域
の
精
神
衛
生
に
果
た
す
シ
ャ
ー
マ
ン
の
役
割
へ
の
注
目
は
、
医
療

機
関
を
通
じ
た
受
診
者
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
、
宗
教
学
や
民
俗
学
と
い
っ
た
分
野
が
な
か
な
か
踏
み
込
め
な
か
っ
た
巫
業
を
依
頼
す
る
側
の
実
態
と
、
地

域
に
お
け
る
巫
者
の
浸
透
度
や
医
療
と
の
併
存
関
係
に
光
を
当
て
た
点
で
注
目
に
値
す
る
。
カ
ミ
サ
マ
の
事
例
も
包
含
す
れ
ば
、
こ
の
局
面
に
関
し
て
は
西
村

康
１
０
０

、
熊
谷
輝
１
０
１

、
藤
井
博
英
他
１
０
２

が
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。
「
癒
し
」
や
「
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
」
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
巫
者
機
能
を
医
学
的
に
評

価
・
活
用
す
る
よ
う
な
試
み
も
存
在
し
、
近
年
で
は
、「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
の
自
殺
者
遺
族
に
与
え
る
癒
し
効
果
に
着
目
し
た
藤
井
ら
の
研
究
が
、
文
科
省
の

補
助
金
助
成
を
受
け
た
こ
と
で
社
会
的
に
も
話
題
と
な
っ
た
１
０
３

。 

 

以
上
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
戦
後
の
イ
タ
コ
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
視
座
の
導
入
に
よ
っ
て
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
、
そ
の
深
化

は
シ
ャ
ー
マ
ン
の
定
義
に
係
る
巫
者
の
心
的
状
況
に
重
き
を
置
い
た
イ
タ
コ
そ
の
も
の
か
ら
、
彼
ら
を
成
立
さ
せ
る
社
会
的
・
文
化
的
状
況
へ
と
い
う
視
野
の

広
が
り
と
歩
み
を
合
わ
せ
て
実
現
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
連
の
研
究
に
お
い
て
必
ず
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
頻
繁
に
言
及
が
な
さ
れ
な
が
ら
も
、

今
日
に
至
る
ま
で
全
く
問
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
存
在
す
る
。
そ
れ
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
表
象
の
文
化
領
域
で

あ
る
。 

 

５ 

情
報
社
会
な
い
し
大
衆
文
化
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
欠
落 

次
の
引
用
は
、
小
説
『
親
鸞
』
（
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
）
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
、
二
〇
一
〇
年
一
月
十
五
日
の
『
読
売
新
聞
（
朝
刊
）
』
に
掲
載
さ
れ
た
、

作
家
五
木
寛
之
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。 
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作
家
の
仕
事
は
、
恐
山
の
イ
タ
コ
の
よ
う
な
も
の
で
、
時
代
の
要
請
や
条
件
が
整
っ
て
自
然
と
書
か
せ
て
く
れ
る
。
天
の
利
、
地
の
利
が
あ
っ
て
今
回
、

よ
う
や
く
機
が
熟
し
ま
し
た 

 

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
「
イ
タ
コ
」
の
語
が
、「
時
代
の
要
請
や
条
件
」
と
い
う
自
己
外
在
的
要
素
の
作
用
に
よ
っ
て
「
自
然
と
書
か
せ
て
く
れ
る
」
こ
と

の
比
喩
表
現
と
し
て
、
し
か
も
一
般
大
衆
を
受
け
手
と
し
た
言
説
で
解
説
も
無
し
に
成
立
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
特
定
地
域
に
根
差
す
民
俗
文
化
で
あ
っ
た
は

ず
の
イ
タ
コ
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
作
用
に
よ
っ
て
、
今
や
そ
の
存
在
を
〝
誰
も
が
知
る
〟
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
知
名
度
の
源
泉
で
あ

る
、
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
流
布
す
る
《
イ
タ
コ
》
の
姿
と
、
民
俗
文
化
の
実
態
と
の
間
に
は
、
少
な
か
ら
ず
隔
た
り
が
存
在
し
て
い
る
。 

〝
ズ
レ
〟
の
仔
細
に
つ
い
て
は
本
論
の
詳
述
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
先
の
引
用
に
も
顕
著
な
よ
う
に
、
テ
レ
ビ
や
書
籍
の
構
成
す
る
《
イ
タ
コ
》

像
に
見
ら
れ
る
特
徴
の
一
つ
と
し
て
は
、「
霊
場
恐
山
」
と
い
う
特
定
の
場
と
の
癒
着
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
民
俗
文
化
の
領
域
に
目
を
向
け
て
見
た
場

合
、
平
素
の
イ
タ
コ
は
自
身
が
居
を
構
え
る
地
域
社
会
の
中
で
巫
業
を
営
ん
で
お
り
、
恐
山
へ
は
祭
典
時
に
や
っ
て
来
る
に
過
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
恐
山
信
仰

の
側
か
ら
見
て
も
、
イ
タ
コ
マ
チ
と
呼
ば
れ
る
彼
ら
の
巫
業
は
、
恐
山
の
祭
典
、
ひ
い
て
は
恐
山
信
仰
を
構
成
す
る
複
数
の
宗
教
儀
礼
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、
そ

の
歴
史
も
大
正
期
を
遡
ら
な
い
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
表
象
レ
ヴ
ェ
ル
の
文
化
領
域
を
「
大
衆
文
化
」
の
理
念
型
で

定
位
す
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
、
民
俗
文
化
と
し
て
の
イ
タ
コ
と
は
異
な
る
、
大
衆
文
化
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
が
成
立
し
て
い
る
と
言
い
表
す
こ
と
が
出
来

よ
う
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
両
者
の
関
係
性
で
あ
る
。 

大
衆
文
化
の
担
い
手
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、
テ
レ
ビ
や
雑
誌
等
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
不
特
定
多
数
の
「
大
衆
」
と
い
う
存
在
で

あ
り
、
右
の
如
き
《
イ
タ
コ
》
像
は
、
こ
の
「
大
衆
」
を
通
じ
て
民
俗
文
化
領
域
と
も
交
渉
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
高
松
敬
吉
の
報
告
に
よ
れ
ば
、《
イ
タ
コ
＝

恐
山
の
イ
タ
コ
》
が
あ
る
程
度
の
定
着
を
み
た
一
九
七
〇
年
代
に
は
、
大
祭
期
間
外
に
恐
山
を
訪
れ
る
観
光
客
の
需
要
に
応
え
る
た
め
に
、
恐
山
の
レ
ス
ト
ハ

ウ
ス
や
、
恐
山
か
ら
は
若
干
距
離
の
あ
る
奥
薬
研
温
泉
の
観
光
ホ
テ
ル
に
イ
タ
コ
が
招
か
れ
て
い
た
と
い
う
１
０
４

。
こ
の
現
象
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ

て
作
ら
れ
た
《
イ
タ
コ
》
像
が
、
そ
の
担
い
手
で
あ
る
「
大
衆
」
を
介
し
て
民
俗
文
化
に
働
き
か
け
る
様
子
を
示
す
例
で
あ
り
、
大
衆
文
化
と
し
て
の
《
イ
タ
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コ
》
が
〝
本
物
〟
か
ら
派
生
し
た
単
な
る
二
次
的
局
面
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
加
え
て
、
前
掲
の
事
例
で
は
、「
観
光
客
」
と
い
う
イ
タ
コ
を
有
す

る
地
域
社
会
外
部
の
人
間
を
「
大
衆
」
と
し
て
想
定
し
て
い
る
も
の
の
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
「
大
衆
」
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

民
俗
文
化
と
し
て
の
イ
タ
コ
の
担
い
手
、
そ
し
て
イ
タ
コ
自
身
も
含
ま
れ
得
る
。
こ
う
し
た
在
り
様
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
大
衆
文
化
と
民
俗
文
化
と
は
決
し

て
各
々
が
独
立
し
た
領
域
と
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
両
者
が
「
担
い
手
」
を
介
し
て
相
互
に
関
連
し
合
い
な
が
ら
そ
の
領
域
を
展
開
す
る
も
の

と
し
て
捉
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。 

イ
タ
コ
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
言
及
が
な
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
桜
井
徳
太
郎
は
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ

ム 

上
』
の
中
で
、
イ
タ
コ
の
実
状
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
と
の
距
離
を
指
摘
し
て
い
る
。 

 

（
論
者
注
：
津
軽
地
方
の
）
巫
俗
、
と
く
に
死
者
の
霊
を
招
い
て
心
境
な
ど
を
語
る
イ
タ
コ
の
「
口
寄
せ
」
の
風
は
、
下
北
半
島
の
恐
山
に
み
ら
れ
る
そ

れ
と
並
ん
で
、
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
著
名
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
実
態
は
か
な
ら
ず
し
も
十
分
に
つ
か
ま
れ
て
い
な
い
。
の
み

な
ら
ず
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
の
影
響
を
う
け
て
、
猟
奇
的
な
興
味
を
そ
そ
る
報
道
の
内
容
に
は
誇
張
も
多
く
、
実
状
を
遠
く
離
れ
た
遥
か
な
距
離
の
存
在
す

る
こ
と
を
深
く
感
ず
る
。
［
一
九
五
頁
］ 

 

ま
た
、
恐
山
信
仰
の
構
造
分
析
を
行
っ
た
楠
正
弘
は
「
マ
ス
コ
ミ
は
恐
山
信
仰
を
、
現
代
に
み
る
古
代
信
仰
、
原
始
信
仰
、
未
開
信
仰
と
主
張
し
た
り
、
恐

山
を
死
者
の
山
と
考
え
た
り
、
地
蔵
堂
を
イ
タ
コ
寺
と
伝
え
た
り
し
て
き
た
」 

１
０
５

と
し
た
う
え
で
、
そ
の
影
響
下
で
生
じ
た
霊
場
の
変
容
を
次
の
よ
う
に

説
明
し
て
い
る
。 

 

恐
山
信
仰
は
、
昭
和
二
〇
年
代
ま
で
、
比
較
的
純
粋
な
信
仰
の
分
類
に
属
し
て
い
た
が
、
昭
和
三
〇
年
頃
よ
り
、
マ
ス
コ
ミ
の
影
響
を
受
け
て
、
次
第

に
祭
り
の
形
態
が
く
ず
れ
は
じ
め
た
。
と
い
う
の
は
、
地
元
以
外
の
観
光
客
の
数
が
急
激
に
多
く
な
り
、
観
光
客
が
、
所
謂
信
仰
者
の
数
を
凌
駕
し
始
め

た
か
ら
で
あ
る
。
純
粋
な
意
味
で
の
祭
り
は
、
祭
り
の
参
加
者
が
信
仰
者
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
観
光
者
の
数
が
信
仰
者
の
数
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を
圧
倒
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
祭
り
は
観
光
化
し
、
信
仰
者
の
参
拝
そ
の
も
の
が
、
観
光
財
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
１
０
６ 

 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
基
本
的
に
、
特
定
の
地
域
社
会
を
成
立
基
盤
と
す
る
「
民
俗
文
化
」
を
、
脱
埋
め
込
み
を
志
向
す
る
近
代
の
社
会

シ
ス
テ
ム
よ
り
隔
絶
さ
れ
た
領
域
と
し
て
措
定
し
た
う
え
で
、
そ
こ
に
「
真
／
偽
」
の
二
分
法
を
持
ち
込
む
も
の
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
マ
ス･

メ
デ
ィ
ア
と
の
関

係
に
言
及
が
な
さ
れ
る
場
合
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
〝
本
物
〟
と
は
異
な
る
二
次
的
な
局
面
と
し
て
補
足
的
に
扱
わ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し

て
は
、
原
知
章
に
よ
る
「
従
来
の
人
類
学
・
民
俗
学
の
視
点
の
背
後
に
は
、
民
俗
文
化
を
自
律
的
な
領
域
と
み
な
し
、
特
定
の
地
域
に
帰
属
さ
せ
た
う
え
で
、

そ
の
地
域
の
出
身
者
に
よ
る
直
接
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
連
鎖
に
よ
っ
て
今
日
ま
で
脈
々
と
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
よ
う
な
固
定
観
念
が

存
在
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
」
１
０
７

と
の
指
摘
が
正
鵠
を
射
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ゆ
え
に
、
マ
ス･

メ
デ
ィ
ア
が
実
際
い
か
に
《
イ
タ
コ
》
を
作
り
上
げ
、

そ
う
し
た
表
象
が
イ
タ
コ
を
め
ぐ
る
民
俗
文
化
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
等
、
そ
の
具
体
相
を
問
う
よ
う
な
試
み
は
、
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
。 と

は
言
え
、
多
く
の
研
究
者
が
調
査
を
行
っ
て
い
た
一
九
六
〇
‐
七
〇
年
代
の
時
点
で
、
既
に
恐
山
大
祭
の
〝
参
拝
者
〟
の
大
半
が
マ
ス･

メ
デ
ィ
ア
に
媒
介

さ
れ
た
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
加
え
て
、
観
光
客
に
応
じ
た
「
口
寄
せ
」
が
イ
タ
コ
の
商
売
の
一
部
を
成
し
て
い
た
事
実
に
鑑
み
れ
ば
、
少
な
く
と
も
「
昭
和
三

〇
年
頃
」
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
イ
タ
コ
文
化
が
、「
大
衆
文
化
」
と
の
相
互
関
係
の
中
に
成
立
し
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
情
報
化
社
会
と

呼
ば
れ
る
よ
う
な
社
会
状
況
に
あ
っ
て
、
イ
タ
コ
を
固
定
の
文
脈
か
ら
の
み
捉
え
た
の
で
は
、
そ
れ
は
文
化
の
一
側
面
を
照
射
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
現
代
社
会
に
お
け
る
イ
タ
コ
の
姿
を
よ
り
実
態
的
に
捉
え
る
た
め
に
は
、
マ
ス･

メ
デ
ィ
ア
が
描
く
《
イ
タ
コ
》
の
具
体
相
、
お
よ
び
そ
う
し
た
表
象

と
民
俗
文
化
と
の
関
係
性
の
把
握
が
不
可
欠
だ
と
言
え
よ
う
。 

 

第
四
節 

研
究
方
法 

 

本
研
究
は
、
「
第
一
部 

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
《
イ
タ
コ
》
像
の
形
成
」
と
「
第
二
部 
《
イ
タ
コ
》
像
の
普
及
と
民
俗
文
化
の
変
容
」
と
い
う
二
つ
の
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パ
ー
ト
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。 

「
第
一
部 

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
《
イ
タ
コ
》
像
の
形
成
」
で
は
、
活
字
メ
デ
ィ
ア
を
主
要
な
研
究
対
象
と
位
置
付
け
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
形
成
す

る
《
イ
タ
コ
》
像
の
把
握
を
行
っ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
は
特
徴
の
異
な
る
複
数
の
媒
体
が
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う

し
た
媒
体
間
の
差
異
は
問
わ
れ
て
然
る
べ
き
問
題
と
言
え
る
。
と
り
わ
け
、
活
字
メ
デ
ィ
ア
と
映
像
メ
デ
ィ
ア
と
の
違
い
に
つ
い
て
は
度
々
指
摘
の
な
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
受
容
者
の
リ
ア
リ
テ
ィ
形
成
に
関
し
て
言
え
ば
、
両
者
の
間
に
は
大
き
な
差
が
あ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

と
は
言
え
、
扱
え
る
資
料
点
数
の
多
さ
と
、
ア
ー
カ
イ
ブ
の
充
実
に
よ
っ
て
一
定
の
検
索
基
準
が
確
保
で
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
選
択
に
係
る
恣
意
性
の
排
除

と
、
悉
皆
調
査
に
よ
る
量
的
把
握
が
可
能
と
な
る
利
点
を
考
慮
し
た
場
合
、
論
者
の
研
究
主
眼
に
お
い
て
は
、
活
字
メ
デ
ィ
ア
を
対
象
と
す
る
メ
リ
ッ
ト
が
、

他
の
媒
体
を
扱
う
メ
リ
ッ
ト
を
な
お
上
回
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、
本
研
究
で
は
、
活
字
メ
デ
ィ
ア
を
主
要
な
分
析
対
象
と
す
る
こ
と
で
前
掲
の
利
点
を

保
持
し
つ
つ
、
他
の
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
も
、
知
り
得
た
限
り
で
言
及
を
行
っ
て
い
る
。 

対
象
と
し
た
媒
体
は
新
聞
と
雑
誌
の
二
種
で
、
①
ア
ー
カ
イ
ブ
の
整
備
、
②
戦
前
を
射
程
に
収
め
る
、
③
読
者
の
多
さ
、
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
、
前
者

は
『
朝
日
新
聞
』
と
『
読
売
新
聞
』
、
後
者
は
「
大
宅
壮
一
文
庫
」
の
所
蔵
雑
誌
を
対
象
と
し
た
。 

使
用
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。 

・
『
朝
日
新
聞
』
…
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
聞
蔵

Ⅱ
ビ
ジ
ュ
ア
ル
」
（
「
朝
日
新
聞
縮
刷
版
」
「
朝
日
新
聞
１
９
８
５
～
（
全
国
版
）
」
） 

・
『
読
売
新
聞
』
…
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
ヨ
ミ
ダ
ス
歴
史
館
」
（
「
明
治
・
大
正
・
昭
和
」
「
読
売
新
聞
（
全
国
版
）
」
） 

・
「
大
宅
壮
一
文
庫
」
所
蔵
雑
誌 

…
『
雑
誌
記
事
索
引
総
目
録 

件
名
編
』
（
明
治
期
‐
一
九
八
七
年
） 

「
大
宅
壮
一
文
庫
雑
誌
記
事
索
引
検
索
Ｗ
ｅ
ｂ
版
」
（
一
九
八
八
年
以
降
） 

雑
誌
『
旅
』
に
つ
い
て
は
、
日
本
交
通
公
社
「
旅
の
図
書
館
」
の
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
併
用 

な
お
、
書
籍
の
よ
う
な
新
聞
・
雑
誌
以
外
の
活
字
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
取
り
上
げ
て
い
る
。 

 

「
第
二
部 

《
イ
タ
コ
》
像
の
普
及
と
民
俗
文
化
の
変
容
」
で
は
、
文
献
調
査
、
実
地
調
査
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
三
種
を
実
施
し
た
。 



34 

 

文
献
調
査
に
関
し
て
は
、
青
森
県
内
の
公
立
図
書
館
（
青
森
県
立
図
書
館
、
む
つ
市
立
図
書
館
、
八
戸
市
立
図
書
館
）
と
、
む
つ
市
大
畑
町
の
笹
澤
魯
羊
資

料
室
に
お
い
て
、
青
森
県
の
観
光
や
民
俗
に
関
す
る
資
料
の
調
査
を
行
っ
た
。 

実
地
調
査
に
関
し
て
は
、
祭
典
時
に
イ
タ
コ
マ
チ
の
見
ら
れ
る
霊
場
恐
山
（
む
つ
市
）
や
、
現
役
の
イ
タ
コ
が
多
く
居
住
す
る
八
戸
市
を
主
な
調
査
地
と
し

て
、
参
与
観
察
や
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
し
た
。
八
戸
市
で
の
実
地
調
査
は
二
〇
〇
七
年
頃
よ
り
断
続
的
に
行
っ
て
き
た
が
、
本
論
の
執
筆
に
直
接
的
に
関
わ

る
調
査
を
実
施
し
た
の
は
、
二
〇
一
一
年
‐
二
〇
一
五
年
の
期
間
で
あ
る
。 

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施
内
容
に
つ
い
て
は
、
第
六
章
で
詳
述
す
る
。 
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１

本
田
元
・
栗
原
彬
・
野
家
啓
一
・
丸
山
圭
三
郎
編
『
コ
ン
サ
イ
ス
２
０
世
紀
思
想
事
典
（
第
二
版
）
』
三
省
堂
、
一
九
九
七
年
、
七
五
一
頁
。 

２ 

国
際
宗
教
研
究
所
編
『
現
代
宗
教
２
０
０
８
』
秋
山
書
店
、
二
〇
〇
八
年
。
渡
邊
直
樹
編
『
宗
教
と
現
代
が
わ
か
る
本
２
０
１
０
』
平
凡
社
、
二
〇
一
〇
年
。 

３ 

渡
辺
武
達
他
編
『
メ
デ
ィ
ア
用
語
基
本
事
典
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
一
一
年
、
一
三
四
頁
。 

４ 

こ
の
区
分
に
付
与
さ
れ
る
名
称
や
時
代
設
定
は
研
究
者
に
よ
っ
て
や
や
異
な
る
が
、
こ
こ
で
は
田
崎
篤
郎
、
児
島
和
人
編
『
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

効
果
研
究
の
展
開
［
改
訂
新
版
］
』
（
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
の
枠
組
み
に
依
拠
し
た
。 

５ 

中
林
幸
子
「
効
果
論
研
究
史
に
お
け
る
限
定
効
果
論
と
協
力
効
果
論
の
関
係
の
在
り
方
―
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
扱
わ
れ
方
の
違
い
に
着

目
し
て
―
」
、
『
情
報
社
会
試
論
』v

o
l.1

2

、
二
〇
一
一
年
。 

６ 
H

a
ll, S

tu
a

r
t 

 
E

n
c
o

d
in

g
/ d

e
c
o

d
in

g
, S

. H
a

ll e
t a

l. e
d

s
., C

u
ltu

r
e

, M
e

d
ia

, L
a

n
g

u
a

g
e

, L
o

n
d

o
n

: H
u

tc
h

in
s
o

n
, 1

2
8

-1
3

8
, 1

9
8

0
[1

9
7

3
]

。 

７ 

一
九
七
〇
年
代
に
も
、
新
間
智
照
「
情
報
化
社
会
と
宗
教
」
（
『
日
蓮
宗
・
現
代
宗
教
研
究
所
所
報
』N

o
.4

、
一
九
七
〇
年
）
、
Ｙ
Ｔ
Ｖ
情
報
産
業
研
究
グ
ル

ー
プ
編
『
情
報
産
業
と
し
て
の
宗
教
』（
サ
イ
マ
ル
出
版
、
一
九
七
五
年
）
等
の
先
駆
的
取
り
組
み
が
存
在
す
る
が
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
領
域
で
見
た
場
合
、
マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
含
む
「
情
報
化
」
と
宗
教
を
め
ぐ
る
議
論
が
本
格
化
す
る
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。 

８ 

阿
部
美
哉
「
宗
教
運
動
と
宗
教
学
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
機
能
」
（
『
Ｍ
Ｍ
Ｅ
研
究
ノ
ー
ト
１
』
、
一
九
八
三
年
）
、
同
「
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
宗
教
界
の
繁
栄

支
え
る
―
ア
メ
リ
カ
Ｔ
Ｖ
伝
道
師
の
実
態
―
」（
『
世
界
週
報
』
第
六
八
巻
第
二
八
号
、
一
九
八
七
年
）
、
同
「
メ
デ
ィ
ア
と
宗
教
運
動
―
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

形
式
と
宗
教
の
指
向
性
を
考
え
る
―
」（
『
愛
知
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
一
九
号
、
一
九
八
九
年
）
、
同
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
情
報
化
社
会
と
宗
教
」（
『
東

洋
学
術
研
究
』
第
二
八
巻
第
三
号
、
一
九
八
九
年
）
。 

石
井
研
士
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
宗
教
テ
レ
ビ
の
現
状
」（
『
宗
教
研
究
』
第
六
〇
巻
第
二
号
、
一
九
八
六
年
）
、
同
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
宗
教
テ
レ
ビ
の
現

状
（
大
会
発
表
要
旨
）
」
（
『
宗
教
研
究
』
第
六
〇
巻
第
四
号
、
一
九
八
七
年
）
、
同
「
情
報
化
と
宗
教
」
（
井
門
富
二
夫
編
『
ア
メ
リ
カ
シ
リ
ー
ズ 

宗
教
』
弘
文

堂
、
一
九
九
二
年
）
。 

生
駒
孝
彰
『
ブ
ラ
ウ
ン
管
の
神
々
』
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
八
七
年
。 

な
お
、
石
井
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
〇
年
代
初
め
に
阿
部
を
中
心
と
し
て
「
テ
レ
ビ
牧
師
」
の
研
究
会
が
立
ち
上
が
っ
た
と
さ
れ
る
（
石
井
研
士
『
テ
レ
ビ
と

宗
教
―
オ
ウ
ム
以
後
を
問
い
直
す
―
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
八
年
、
二
五
一
―
二
五
二
頁
）
。 

９ 

石
井
研
士
「
電
子
メ
デ
ィ
ア
の
可
能
性
と
宗
教
の
ゆ
く
え
」
、
池
上
良
正
他
編
『
岩
波
講
座 

宗
教 

第
一
〇
巻
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
八
二
‐
八

六
頁
。 

１
０ 

石
井
研
士
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
宗
教
テ
レ
ビ
の
現
状
」
、
『
宗
教
研
究
』
第
六
〇
巻
第
二
号
、
一
九
八
六
年
、
一
五
五
頁
。 

１
１ 

伊
藤
陽
一
「
情
報
社
会
概
念
の
系
譜
と
情
報
化
が
宗
教
に
及
ぼ
す
影
響
」
、
『
東
洋
学
術
研
究
』
第
二
八
巻
第
三
号
、
一
九
八
九
年
。 

１
２ 

吉
見
俊
哉
『
「
声
」
の
資
本
主
義
―
電
話
・
ラ
ジ
オ
・
蓄
音
機
の
社
会
史
―
』
講
談
社
、
一
九
九
五
年
。 

１
３ 

石
井
研
士
「
ニ
ュ
ー
・
メ
デ
ィ
ア
は
宗
教
を
変
え
る
か
」
（
『
宗
教
情
報

1
7

』
す
ず
き
出
版
、
一
九
八
八
年
）
、
同
「
宗
教
教
団
の
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
利
用
」

（
『
宗
教
情
報

2
8

』
す
ず
き
出
版
、
一
九
八
九
年
）
、
同
「
進
む
宗
教
界
の
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
利
用
」
（
『
総
合
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
』N

o
.1

3
4

、
一
九
九
〇

年
）
、
同
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
寺
檀
関
係
を
侵
害
す
る
日
は
く
る
か
」
（
『
月
刊 

住
職
』
五
月
号
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
。
な
お
、
前
掲
論
文
は
、
い
ず
れ
も

庭
野
平
和
財
団
（
昭
和
六
三
年
）
の
研
究
助
成
を
受
け
て
な
さ
れ
た
研
究
成
果
で
あ
る
。 

１
４ 

石
井
研
士
「
日
本
宗
教
の
情
報
化
の
現
状
―
高
度
情
報
化
社
会
に
お
け
る
個
人
化
と
宗
教
―
」
（
『
東
洋
学
術
研
究
』
第
二
八
巻
第
三
号
、
一
九
八
九
年
）
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な
ど
。
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
教
団
に
よ
る
ラ
ジ
オ
利
用
に
関
す
る
成
果
は
、
同
「
ラ
ジ
オ
と
宗
教
」
（
『
高
度
情
報
化
社
会
と
宗
教
に
関
す
る
基
礎
的
研

究
（
研
究
課
題
番
号

1
1

4
1

0
0

0
9

、
研
究
代
表
者
：
石
井
研
士
）
』
平
成
一
一
年
度
―
一
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金 

基
盤
研
究
（
Ｂ
）
（
２
）
研
究
成
果
報

告
書
、
二
〇
〇
三
年
）
と
し
て
纏
め
ら
れ
て
い
る
。 

１
５ 

石
井
研
士
「
日
本
宗
教
の
情
報
化
の
現
状
―
高
度
情
報
化
社
会
に
お
け
る
個
人
化
と
宗
教
―
」
、
九
〇
頁
。 

１
６ 

川
島
堅
二
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
宗
教
的
活
用
の
現
状
と
可
能
性
―
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
会
の
事
例
研
究
―
」
（
『
人
文
学
部
紀
要
』
第
九
号
、
一
九

九
七
年
）
、
生
駒
孝
彰
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
中
の
神
々
』
（
平
凡
社
、
一
九
九
九
年
）
、
土
佐
昌
樹
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
宗
教
―
カ
ル
ト
・
原
理
主
義
・
サ
イ

バ
ー
宗
教
の
現
在
―
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
。 

１
７ 

弓
山
達
也
「
報
告
二 
青
年
層
に
お
け
る
宗
教
情
報
の
伝
達
に
つ
い
て
」
、
池
上
良
正
・
中
牧
弘
允
編
『
情
報
時
代
は
宗
教
を
変
え
る
か
―
伝
統
宗
教
か
ら

オ
ウ
ム
真
理
教
ま
で
―
』
弘
文
堂
、
一
九
九
六
年
、
二
五
頁
。 

１
８ 

池
上
・
中
牧
編
『
情
報
時
代
は
宗
教
を
変
え
る
か
―
伝
統
宗
教
か
ら
オ
ウ
ム
真
理
教
ま
で
―
』
、
一
頁
。 

１
９ 

井
上
順
孝
編
『
新
宗
教
事
典
』
弘
文
堂
、
一
九
九
〇
年
、
五
一
六
―
五
一
七
頁
。 

２
０ 

石
井
研
士
「
白
装
束
集
団
に
対
す
る
集
中
報
道
は
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
か
」
、
石
井
研
士
編
著
『
バ
ラ
エ
テ
ィ
化
す
る
宗
教
』
青
弓
社
、
二
〇
一
〇
年
。 

２
１ 

石
井
研
士
「
宗
教
に
関
す
る
メ
デ
ィ
ア
・
ス
ト
レ
オ
タ
イ
ピ
ン
グ
試
論
」
（
『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
百
輯
、
二
〇
〇
八
年
）
、
同
「
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
化
す
る
宗
教
的
リ
ア
リ
テ
ィ
」
（
石
井
研
士
編
著
『
バ
ラ
エ
テ
ィ
化
す
る
宗
教
』
青
弓
社
、
二
〇
一
〇
年
）
。 

２
２ 

西
山
茂
「
霊
術
系
新
宗
教
の
台
頭
と
二
つ
の
「
近
代
化
」
」（
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
近
代
化
と
宗
教
ブ
ー
ム
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
〇
年
）
、

島
薗
進
「
情
報
化
と
宗
教
―
現
代
宗
教
の
変
容
―
」
（
『
思
想
』
第
八
一
七
号
、
一
九
九
二
年
）
。 

２
３ 

弓
山
達
也
「
報
告
二 

青
年
層
に
お
け
る
宗
教
情
報
の
伝
達
に
つ
い
て
」
と
「
討
論
一
」（
池
上
・
中
牧
編
『
情
報
時
代
は
宗
教
を
変
え
る
か
―
伝
統
宗
教

か
ら
オ
ウ
ム
真
理
教
ま
で
―
』
）
、
石
井
研
士
「
情
報
化
と
宗
教
」
（
島
薗
進
、
石
井
研
士
編
『
消
費
さ
れ
る
〈
宗
教
〉
』
春
秋
社
、
一
九
九
六
年
）
、
山
中
弘
「
マ

ン
ガ
文
化
の
な
か
の
宗
教
」
（
同
）
な
ど
。 

２
４ 

石
井
研
士
『
テ
レ
ビ
と
宗
教
―
オ
ウ
ム
以
後
を
問
い
直
す
―
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
八
年
、
三
八
―
四
三
頁
。 

２
５ 

堀
江
宗
正
「
日
本
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
言
説
の
状
況
」（
日
本
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
・
精
神
医
学
会
編
『
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
心
理
学
』

せ
せ
ら
ぎ
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
。 

２
６ 

堀
江
宗
正
「
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
の
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
―
江
原
啓
之
ブ
ー
ム
と
は
何
か
―
」
（
『
世
界
』
二
〇
〇
六
年
一
二
月
号
）
、
同
「
メ
デ
ィ
ア
の
な

か
の
カ
リ
ス
マ
―
江
原
啓
之
と
メ
デ
ィ
ア
環
境
―
」
、
国
際
宗
教
研
究
所
編
『
現
代
宗
教
２
０
０
８
』
秋
山
書
店
、
二
〇
〇
八
年
。 

２
７ 

小
城
ら
は
、
心
霊
現
象
や
占
い
の
よ
う
な
現
代
の
科
学
知
識
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
現
象
を
「
不
思
議
現
象
」
の
語
で
包
括
し
て
い
る
。 

２
８ 

小
城
英
子
、
坂
田
浩
之
、
川
上
正
浩
「
不
思
議
現
象
と
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
―
レ
ビ
ュ
ー
と
問
題
提
起
―
」
（
『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
第
一
〇

八
号
、
二
〇
〇
七
年
）
、
同
「
ブ
ー
ム
と
し
て
の
不
思
議
現
象
」
（
『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
第
一
〇
九
号
、
二
〇
〇
七
年
）
、
同
「
不
思
議
現
象
と
テ
レ
ビ
番
組

―
テ
レ
ビ
番
組
の
内
容
分
析
と
視
聴
者
の
反
応
」
（
『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
第
一
一
一
号
、
二
〇
〇
八
年
）
。 

２
９ 

塚
田
穂
高
、
碧
海
寿
広
「
［
国
内
の
宗
教
動
向
］
現
代
日
本
「
宗
教
」
情
報
の
氾
濫
―
新
宗
教
・
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
・
葬
儀
・
仏
像
に
関
す
る
情
報
ブ
ー
ム
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に
注
目
し
て
―
」
、
国
際
宗
教
研
究
所
編
『
現
代
宗
教
２
０
１
１
』
秋
山
書
店
、
二
〇
一
一
年
。 

３
０ 

塚
田
穂
高
「
［
国
内
の
宗
教
動
向
］
日
本
社
会
と
「
宗
教
」
を
め
ぐ
る
区
切
り
と
兆
し
―
オ
ウ
ム
裁
判
終
結
、「
君
が
代
」
起
立
問
題
、「
宗
教
情
報
ブ
ー
ム
」

の
ゆ
く
え
か
ら
―
」
、
国
際
宗
教
研
究
所
編
『
現
代
宗
教
２
０
１
２
』
秋
山
書
店
、
二
〇
一
二
年
。 

３
１ 

小
城
、
坂
田
、
川
上
「
不
思
議
現
象
と
テ
レ
ビ
番
組
―
テ
レ
ビ
番
組
の
内
容
分
析
と
視
聴
者
の
反
応
」
。 

３
２ 

石
井
『
テ
レ
ビ
と
宗
教
―
オ
ウ
ム
以
後
を
問
い
直
す
―
』
、
同
「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
す
る
宗
教
的
リ
ア
リ
テ
ィ
」
。 

な
お
、
石
井
の
実
施
し
た
日
本
人
の
宗
教
意
識
に
関
す
る
世
論
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
同
『
世
論
調
査
に
よ
る
日
本
人
の
宗
教
性
の
調
査
研
究
（
平
成

二
〇
年
度
―
二
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金 

基
盤
研
究
（
Ｂ
）
研
究
成
果
報
告
書
、
研
究
代
表
者
：
石
井
研
士
）
』（
二
〇
一
一
年
）
、
同
『
日
本
人
の
宗
教
意

識
・
神
観
に
関
す
る
世
論
調
査
２
０
０
３
年 

日
本
人
の
宗
教
団
体
へ
の
関
与
・
認
知
・
評
価
に
関
す
る
世
論
調
査
２
０
０
４
年 

報
告
書
（
國
學
院
大
學
２

１
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
』
（
二
〇
〇
五
年
）
、
『
増
補
改
訂
版 

デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
現
代
日
本
人
の
宗
教
』
（
新
曜
社
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。 

３
３ 

堀
江
宗
正
『
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
ゆ
く
え
（
若
者
の
気
分
）
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
。 

３
４ 

ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
、
ダ
ニ
エ
ル
・
Ｊ
著 

星
野
郁
美
・
後
藤
和
彦
訳
『
幻
影
の
時
代
―
マ
ス
コ
ミ
が
製
造
す
る
事
実
―
』
東
京
創
元
社
、
一
九
六
四
年
。

ア
ー
リ
、
ジ
ョ
ン 

ラ
ー
ス
ン
、
ヨ
ー
ナ
ス
著 

加
太
宏
邦
訳
『
観
光
の
ま
な
ざ
し
―
現
代
社
会
に
お
け
る
レ
ジ
ャ
ー
と
旅
行
―
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇

一
四
年
。 

３
５ 

岡
本
亮
輔
「
場
所
の
再
表
象
―
宗
教
ツ
ー
リ
ズ
ム
論
か
ら
み
た
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
―
」
（
『
哲
学
・
思
想
論
集
』
第
三
七
号
、
二
〇
一
一
年
）
、
同
『
聖
地
と

祈
り
の
宗
教
社
会
学
―
巡
礼
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
生
み
出
す
共
同
性
―
』
（
春
風
社
、
二
〇
一
二
年
）
、
山
中
弘
編
『
宗
教
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
―
聖
な
る
も
の
の
変
容
と

持
続
―
』
（
世
界
思
想
社
、
二
〇
一
二
年
）
、
門
田
岳
久
『
巡
礼
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
民
族
誌
―
消
費
さ
れ
る
宗
教
経
験
―
』
（
森
話
社
、
二
〇
一
三
年
）
、
松
井
圭
介

『
観
光
戦
略
と
し
て
の
宗
教
―
長
崎
の
教
会
群
と
場
所
の
商
品
化
―
』
（
筑
波
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
。 

３
６ 

堀
江
『
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
ゆ
く
え
（
若
者
の
気
分
）
』
、
五
頁
。 

３
７ 

弓
山
達
也
「
報
告
二 

青
年
層
に
お
け
る
宗
教
情
報
の
伝
達
に
つ
い
て
」
、
池
上
・
中
牧
編
『
情
報
時
代
は
宗
教
を
変
え
る
か
』
、
二
七
―
三
二
頁
。 

３
８ 

「
そ
れ
が
果
た
し
て
日
本
人
の
こ
れ
ま
で
の
宗
教
文
化
や
宗
教
行
動
の
あ
り
方
に
ど
う
い
う
影
響
を
与
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
」
［
五
五
頁
］
と
い
う
、

弓
山
の
報
告
に
対
す
る
対
馬
路
人
の
コ
メ
ン
ト
や
、「
総
合
討
論
」
に
お
け
る
「
電
子
メ
デ
ィ
ア
的
な
情
報
化
と
い
う
も
の
が
、
人
々
の
意
識
や
身
体
性
に
関
わ

る
影
響
と
い
う
問
題
」
［
一
二
八
頁
］
と
い
っ
た
発
言
が
、
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
（
池
上
・
中
牧
編
『
情
報
時
代
は
宗
教
を
変
え
る
か
』
） 

３
９ 

柳
田
國
男
「
「
イ
タ
カ
」
及
び
「
サ
ン
カ
」
」
、
『
柳
田
國
男
全
集 

第
二
四
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
（
『
人
類
学
雑
誌
』
第
二
八
巻
第
二
号
、
一
九
一

一
年
）
、
六
二
頁
。 

４
０ 

楠
正
弘
「
シ
ャ
マ
ン
と
憑
依
―
柳
田
の
巫
女
論
を
め
ぐ
っ
て
―
」
、
『
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告 

別
巻
』
第
二
一
号
、
一
九
八
四
年
、
九
頁
。 

４
１ 

中
山
太
郎
『
日
本
巫
女
史
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
二
年
、
六
四
頁
。 

４
２ 

な
お
、
中
山
は
『
日
本
盲
人
史
』
（
昭
和
九
）
、
『
続
日
本
盲
人
史
』
（
昭
和
一
一
）
で
も
イ
タ
コ
を
取
り
上
げ
て
い
る
。 

４
３ 

本
書
の
序
文
に
お
い
て
、
柳
田
は
「
イ
タ
コ
と
呼
ば
る
る
盲
目
の
巫
女
の
活
躍
も
、
よ
そ
で
は
あ
ま
り
出
逢
は
ぬ
東
北
方
面
の
特
色
で
あ
る
故
に
、
我
々

は
始
終
こ
れ
と
オ
シ
ラ
様
と
を
結
び
付
け
る
先
入
主
か
ら
、
脱
出
し
得
な
か
つ
た
嫌
ひ
が
あ
る
」（
『
柳
田
國
男
全
集 

第
二
四
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
、

五
九
頁
）
と
振
り
返
っ
て
い
る
。 
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４
４

『
遠
野
物
語
』
に
は
、
イ
タ
コ
が
語
る
オ
シ
ラ
祭
文
の
内
容
に
相
当
す
る
由
来
譚
を
含
め
、
オ
シ
ラ
サ
マ
関
連
の
話
が
三
話
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
祭
祀
者

と
し
て
の
イ
タ
コ
に
対
す
る
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
一
九
三
五
年
（
昭
和
一
〇
）
の
再
版
時
に
収
録
さ
れ
た
「
遠
野
物
語
拾
遺
」
で
増
補
さ
れ
た
際

に
は
、
「
巫
女

い

た

こ

の
神
降
し
」
や
「
巫
女

い

た

こ

婆
様
」
に
よ
る
「
オ
シ
ラ
遊
び
」
に
関
す
る
話
も
追
加
さ
れ
て
い
る
。 

４
５ 

柳
田
國
男
「
「
イ
タ
カ
」
及
び
「
サ
ン
カ
」
」
、
前
掲
、
六
三
頁
。 

４
６ 

「
オ
シ
ラ
神
の
話
」
の
冒
頭
、
柳
田
は
「
も
つ
と
熱
心
な
研
究
者
が
私
の
他
に
尚
二
人
あ
つ
た
」（
柳
田
國
男
『
柳
田
國
男
全
集 

第
一
九
巻
』
筑
摩
書
房
、

一
九
九
九
年
、
七
九
頁
）
と
し
て
、
佐
々
木
と
ネ
フ
ス
キ
ー
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。 

４
７ 

ネ
フ
ス
キ
ー
、
Ｎ
著 
岡
正
雄
編
『
月
と
不
死
』
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
。 

４
８ 

勧
請
の
動
機
は
学
術
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
柳
田
は
そ
の
霊
威
に
も
理
解
を
示
し
て
お
り
、「
う
ち
の
オ
シ
ラ
様
の
尊
厳
を
保
持
す
る
為
に
、
私
は
ま
だ

あ
の
丸
々
と
著
被
い
だ
何
枚
も
の
衣
裳
を
取
去
つ
て
、
中
の
御
姿
を
拝
ま
う
と
試
み
た
こ
と
は
無
い
」
（
柳
田
國
男
「
大
白
神
考
」
、
同
『
柳
田
國
男
全
集 

第

一
九
巻
』
、
八
二
頁
）
と
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
オ
セ
ン
ダ
ク
の
中
を
見
た
露
国
学
士
院
の
ス
テ
ル
ン
ベ
ル
グ
博
士
が
、
帰
国
後
、
久
し
か
ら
ず
し
て
逝
去

し
た
例
を
挙
げ
、「
オ
シ
ラ
様
の
像
を
開
い
て
見
ず
と
も
、
多
く
の
惜
む
べ
き
民
俗
学
者
は
や
は
り
死
ん
で
居
る
。
け
れ
ど
も
自
分
は
な
ほ
怖
れ
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
る
」
（
同
、
八
二
‐
八
三
頁
）
と
も
述
べ
て
い
る
。 

４
９ 

石
橋
巫
女
は
当
時
六
十
二
歳
で
、
「
八
戸
の
カ
カ
サ
マ
た
ち
の
会
長
」
（
論
者
注
：
地
域
に
お
け
る
イ
タ
コ
の
同
業
者
組
合
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
）
を
務

め
て
い
た
と
さ
れ
る
（
柳
田
國
男
「
オ
シ
ラ
尚
遊
ぶ
」
、
同
『
柳
田
國
男
全
集 

第
二
七
巻
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
四
八
〇
‐
四
八
一
頁
）
。 

５
０ 

「
学
者
連
を
驚
か
し
た
「
お
し
ら
さ
ま
」
」
、
『
東
奥
日
報
（
夕
刊
）
』
一
九
二
八
年
三
月
二
十
三
日
付
。
た
だ
し
、
ど
う
い
う
訳
か
ネ
フ
ス
キ
ー
の
訪
問
は

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
柳
田
國
男
「
大
白
神
考
」
、
同
『
柳
田
國
男
全
集 

第
一
九
巻
』
、
七
七
頁
）
。 

５
１ 

中
山
太
郎
『
日
本
巫
女
史
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
二
年
、
五
六
五
‐
五
七
四
頁
。 

５
２ 

こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
楠
正
弘
『
庶
民
信
仰
の
世
界
―
恐
山
信
仰
と
オ
シ
ラ
サ
ン
信
仰
』
（
未
来
社
、
一
九
八
四
年
）
の
、
第
二
部
第
二
章
「
従
来
の
オ

シ
ラ
サ
ン
研
究
の
動
向
」
（
二
四
六
―
二
六
八
頁
）
に
詳
し
い
。 

５
３ 

喜
田
の
提
唱
し
た
ア
イ
ヌ
起
源
説
の
根
拠
は
、
次
の
四
つ
で
あ
る
。 

①
オ
シ
ラ
サ
マ
に
ア
イ
ヌ
の
チ
セ
イ
コ
ロ
カ
ム
イ
と
の
類
似
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
。 

②
東
北
地
方
が
元
は
蝦
夷
あ
る
い
は
ア
イ
ヌ
の
国
で
あ
っ
た
こ
と
。 

③
オ
シ
ラ
サ
マ
の
行
事
や
性
格
が
、
古
く
京
阪
地
方
を
中
心
と
し
た
日
本
民
族
の
宅
神
の
そ
れ
と
著
し
く
異
な
る
こ
と
。 

④
「
オ
シ
ラ
サ
マ
」
の
語
源
が
「
オ
ヒ
ナ
サ
マ
」
で
あ
り
、
「
ヒ
ナ
」
が
「
夷
」
を
意
味
す
る
こ
と
。 

 

そ
の
う
え
で
、
喜
田
は
、
内
地
か
ら
移
住
し
て
き
た
者
が
先
住
の
蝦
夷
の
神
を
宅
神
に
祀
っ
た
も
の
、
あ
る
い
は
先
住
民
が
日
本
民
族
に
入
り
そ
の
ま
ま
祀

っ
た
も
の
が
オ
シ
ラ
サ
マ
で
あ
る
と
解
し
た
。 

５
４ 

柳
田
國
男
「
人
形
と
オ
シ
ラ
神
」
（
『
民
俗
芸
術
』
第
二
巻
第
四
号
、
一
九
二
九
年
）
で
展
開
さ
れ
た
、
喜
田
の
ア
イ
ヌ
起
源
説
に
対
す
る
批
判
の
主
た
る

根
拠
は
、
次
の
三
つ
で
あ
る
。 

①
二
種
の
民
族
の
接
触
に
よ
っ
て
、
一
方
が
他
方
を
感
化
し
得
る
と
は
想
像
し
難
い
。 
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②
中
央
の
記
録
に
無
い
文
化
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
移
住
者
と
共
に
移
動
し
て
い
っ
た
、
既
に
消
滅
し
た
中
央
の
文
化
の
名
残
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、

詳
細
な
比
較
も
無
し
に
、
東
北
地
方
固
有
の
文
化
と
速
断
す
る
の
は
乱
暴
で
あ
る
。 

③
風
俗
も
ま
た
世
と
共
に
変
化
し
、
進
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
そ
れ
を
上
代
か
ら
手
つ
か
ず
に
保
留
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
、
由
来
を
推
定
す
る
行
為
は

錯
誤
で
あ
る
。 

喜
田
の
ア
イ
ヌ
起
源
説
は
関
係
各
所
に
波
紋
を
起
こ
し
た
よ
う
で
、
『
東
北
文
化
研
究
』
第
一
巻
第
六
号
に
掲
載
さ
れ
た
喜
田
の
コ
メ
ン
ト
に
は
、
「
中
道
等

君
此
の
程
八
戸
郷
土
研
究
会
に
臨
さ
れ
た
節
に
、
席
上
で
小
生
の
臆
説
の
評
判
が
大
そ
う
悪
る
か
つ
た
と
の
通
知
を
受
け
ま
し
た
。
郷
土
学
の
泰
斗
柳
田
國
男

君
も
近
刊
の
民
俗
芸
術
で
あ
れ
を
コ
ツ
ピ
ド
ク
叩
き
つ
け
る
と
の
予
告
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
が
又
楽
し
い
事
と
、
発
表
を
待
つ
て
居
る
の
で

あ
り
ま
す
」
（
『
東
北
文
化
研
究 

中
』
東
洋
書
院
、
一
九
七
七
年
、
六
九
九
頁
）
と
の
記
述
が
見
受
け
ら
れ
る
。 

な
お
、
喜
田
説
を
支
持
す
る
論
と
し
て
は
、
田
村
浩
「
お
し
ら
神
の
考
察
」（
『
郷
土
研
究
』
第
五
巻
第
一
号
、
一
九
三
一
年
）
、
批
判
す
る
論
と
し
て
は
、
板

橋
源
「
オ
シ
ラ
神
起
源
へ
の
疑
義
、
並
に
報
告
」
（
『
東
北
文
化
研
究
』
第
一
巻
第
六
号
、
一
九
二
九
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

５
５ 

柳
田
國
男
『
大
白
神
考
』
実
業
之
日
本
社
、
一
九
五
一
年
（
柳
田
『
柳
田
國
男
全
集 

第
一
九
巻
』
、
一
五
一
‐
一
六
一
頁
）
。 

５
６

本
稿
に
は
採
集
者
名
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
中
道
等
「
イ
タ
コ
・
お
か
み
ん
・
ボ
サ
マ
」
（
『
民
族
』
第
二
巻
第
三
号
、
一
九
二
七
年
）
や
小
井
川

潤
次
郎
「
お
し
ら
様
雑
記
」
（
「
お
し
ら
様
雑
記
」
、
『
東
北
文
化
研
究
』
第
二
巻
第
三
号
、
一
九
二
九
年
）
の
記
述
よ
り
、
中
道
等
が
石
橋
さ
だ
巫
女
か
ら
採
集

し
た
詞
章
と
推
察
さ
れ
る
。 

５
７ 

一
九
二
九
年
（
昭
和
四
）
四
月
二
〇
日
、
是
川
村
泉
山
岩
次
郎
別
邸
で
「
オ
シ
ラ
遊
び
」
を
催
し
た
際
に
、
同
村
大
字
風
張
の
大
木
マ
サ
巫
女
よ
り
小
井

川
潤
次
郎
が
採
集
。 

５
８ 

上
北
郡
藤
坂
村
大
字
藤
島
の
澤
口
三
之
助
よ
り
採
集
。
三
之
助
は
八
戸
盲
唖
学
校
の
出
身
者
で
あ
り
、
妻
で
あ
る
イ
タ
コ
の
語
る
祭
文
を
点
字
に
し
て
記

録
し
て
い
た
。 

５
９ 

竹
内
長
雄
「
お
岩
木
様
一
代
記
―
津
軽
イ
ダ
コ
の
一
詞
章
―
」
、
『
文
学
』
第
八
巻
第
一
〇
号
、
一
九
四
〇
年
。
竹
内
長
雄
採
録
、
坂
口
昌
明
編
『
お
岩
木

様
一
代
記 

付
お
し
ら
祭
文
十
六
ぜ
ん
様
』
津
軽
書
房
、
二
〇
一
〇
年
。 

 

な
お
、
オ
シ
ラ
祭
文
以
外
の
詞
章
の
採
集
事
例
で
早
い
も
の
と
し
て
は
、
中
道
等
が
「
春
祈
祷
神
お
ろ
し
の
経
文
」
と
し
て
発
表
し
た
「
秘
伝
岩
戸
開
き
」

と
「
朝
戸
開
き
の
経
文
」
が
挙
げ
ら
れ
る
（
中
道
等
「
イ
タ
コ
の
経
文
二
篇
」
、
『
民
族
』
第
二
巻
第
三
号
、
一
九
二
七
年
）
。 

６
０ 

「
中
道
氏
の
い
た
こ
の
研
究
」
、
『
東
奥
日
報
』
一
九
二
八
年
五
月
一
一
日
付
。 

６
１ 

例
え
ば
、
小
井
川
潤
次
郎
が
喜
田
の
要
望
に
応
え
て
オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
を
催
し
た
際
、
喜
田
は
依
頼
に
よ
っ
て
は
祭
祀
の
他
に
口
寄
せ
も
行
う
と
耳
に
し

た
も
の
の
、「
あ
い
に
く
別
に
語
つ
て
み
た
い
亡
者
も
な
く
、
又
二
人
の
イ
タ
コ
の
行
事
が
二
時
間
も
か
か
つ
て
、
夕
飯
が
お
そ
く
な
り
、
皆
々
腹
を
へ
ら
し
た

の
で
や
め
に
し
た
」
と
い
い
、
オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
に
付
随
す
る
口
寄
せ
の
習
俗
を
「
オ
シ
ラ
様
に
関
係
の
無
い
こ
と
」
と
し
て
切
り
捨
て
て
い
る
（
喜
田
貞
吉

「
オ
シ
ラ
遊
び
（
学
窓
日
誌
）
」
、
『
東
北
文
化
研
究
』
第
二
巻
第
三
号
、
一
九
二
九
年
、
三
五
四
頁
）
。 

６
２ 

中
市
謙
三
「
青
森
県
に
於
け
る
民
間
伝
承
と
し
て
の
霊
魂
の
崇
拝
（
三
）
」
、
『
財
団
法
人
齋
藤
報
恩
会 

時
報
』
第
一
六
一
号
、
一
九
四
〇
年
、
九
頁
。 

６
３ 

八
戸
郷
土
研
究
会
の
発
足
時
期
に
は
諸
説
あ
る
が
、
本
稿
は
小
熊
健
の
考
察
に
依
拠
し
、
そ
の
創
立
年
を
一
九
二
八
年
（
昭
和
三
）
と
し
た
（
小
熊
健
「
『
奥

南
新
報
』
に
み
る
民
俗
記
事
―
八
戸
郷
土
研
究
会
を
中
心
に
し
て
―
」
、
青
森
県
環
境
生
活
部
県
史
編
さ
ん
室
編
『
奥
南
新
報
「
村
の
話
」
集
成 

下
』
青
森
県
、

一
九
九
八
年
）
。 
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６
４

「
ま
ぐ
（
ご
）
も
ん
じ
ょ
」
に
は
「
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
、
と
り
と
め
の
な
い
こ
と
」
と
い
う
寓
意
も
あ
っ
た
と
い
う
（
夏
堀
謹
二
郎
「
ま
ぐ
文
章
」
、

青
森
県
史
編
さ
ん
民
俗
部
会
編
『
青
森
県
史 

民
俗
編 

資
料
南
部
』
青
森
県
、
二
〇
〇
一
年
、
六
一
六
頁
）
。
「
ま
ぐ
文
章
」
に
は
聞
き
取
り
を
行
っ
た
巫
女

の
実
名
は
出
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
後
年
に
書
か
れ
た
「
真
古
文
章
を
語
る
」
に
は
「
根
城
す
ゑ
巫
女
」
「
石
橋
貞
巫
女
」
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

６
５ 

以
来
、
小
井
川
は
複
数
の
オ
シ
ラ
サ
マ
を
自
宅
に
勧
請
し
て
お
り
、
調
査
の
過
程
で
貰
い
受
け
た
九
頭
の
オ
シ
ラ
サ
マ
が
今
も
小
井
川
宅
に
残
さ
れ
て
い

る
と
い
う
（
青
森
県
史
編
さ
ん
民
俗
部
会
編
『
青
森
県
史 

民
俗
編 

資
料
南
部
』
青
森
県
、
二
〇
〇
一
年
、
五
三
八
頁
）
。
な
お
、
こ
う
し
た
オ
シ
ラ
サ
マ
の

中
に
は
、
佐
々
木
喜
善
の
祀
っ
て
い
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
（
小
井
川
潤
次
郎
「
お
し
ら
さ
ま
の
鈴
の
音
」
、
小
井
川
潤
次
郎
著
・
小
井
川
洋
夫
編
『
お

し
ら
さ
ま
・
え
ん
ぶ
り
（
小
井
川
潤
次
郎
著
作
集 

第
一
巻
）
』
伊
吉
書
院
、
一
九
七
七
年
、
六
七
頁
）
。 

６
６ 

「
い
た
こ
の
伝
承
」
に
は
「
石
田
山
栄
竜
寺
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
記
と
考
え
ら
れ
る
。 

６
７ 

こ
の
時
の
こ
と
は
、
小
井
川
潤
次
郎
「
お
し
ら
様
雑
記
」（
『
東
北
文
化
研
究
』
第
二
巻
第
三
号
、
一
九
二
九
年
）
、
喜
田
貞
吉
「
オ
シ
ラ
遊
び
（
学
窓
日
誌
）
」

（
『
東
北
文
化
研
究
』
第
二
巻
第
三
号
、
一
九
二
九
年
）
に
詳
し
い
。 

６
８ 

石
津
照
璽
「
東
北
の
巫
俗
採
訪
覚
え
書
（
１
）
」
（
『
慶
応
義
塾
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
紀
要
』
第
九
号
、
一
九
六
九
年
、
六
‐
八
頁
）
。
桜
井
徳
太
郎

『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム 

上
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
、
二
七
二
‐
二
五
八
、
三
二
五
‐
三
七
五
頁
）
。 

６
９ 

近
年
の
成
果
と
し
て
は
、
北
川
達
男
「
青
森
県
南
部
地
方
巫
女
習
俗
調
査
報
告 

き
ょ
う
も
ん
（
経
文
）
」
（
『
青
森
県
立
郷
土
館
研
究
紀
要
』
第
三
四
号
、

二
〇
一
〇
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

７
０ 

佐
藤
憲
昭
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
、
星
野
英
紀
他
編
『
宗
教
学
事
典
』
丸
善
株
式
会
社
、
二
〇
一
〇
年
、
三
一
〇
‐
三
一
三
頁
。
楠
正
弘
『
仏
教
信
仰
と
民

俗
信
仰
―
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
論
を
め
ぐ
っ
て
―
』
創
文
社
、
二
〇
〇
九
年
、
三
‐
二
五
頁
。 

７
１ 

佐
藤
憲
昭
「
巫
女
論
」
、
佐
々
木
宏
幹
編
『
民
俗
学
の
地
平
―
櫻
井
德
太
郎
の
世
界
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
七
年
、
二
二
〇
頁
。 

７
２ 

エ
リ
ア
ー
デ
、
ミ
ル
チ
ア
著 

堀
一
郎
訳
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
―
古
代
的
エ
ク
ス
タ
シ
ー
技
術
― 

下
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
三
三
七
頁
。 

７
３ 

エ
リ
ア
ー
デ
、
ミ
ル
チ
ア
著 

堀
一
郎
訳
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
―
古
代
的
エ
ク
ス
タ
シ
ー
技
術
― 

上
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
三
三
頁
。 

７
４ 

エ
リ
ア
ー
デ
、
ミ
ル
チ
ア
著 

堀
一
郎
訳
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
―
古
代
的
エ
ク
ス
タ
シ
ー
技
術
― 

上
』
、
三
四
頁
。 

７
５ 

エ
リ
ア
ー
デ
、
ミ
ル
チ
ア
著 

堀
一
郎
訳
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
―
古
代
的
エ
ク
ス
タ
シ
ー
技
術
― 

下
』
、
二
六
〇
頁
。 

７
６ 

堀
一
郎
『
日
本
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
講
談
社
、
一
九
七
一
年
、
三
〇
頁
。 

７
７ 

堀
の
イ
タ
コ
に
対
す
る
「
擬
制
巫
」
と
い
う
判
断
を
支
持
す
る
人
物
と
し
て
は
、
Ｃ
・
ブ
ラ
ッ
カ
ー
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
九
五
九
年
に
恐
山
の
イ
タ
コ
マ

チ
を
実
見
し
た
ブ
ラ
ッ
カ
ー
は
、
『
あ
ず
さ
弓
―
日
本
に
お
け
る
シ
ャ
ー
マ
ン
的
行
為
―
』
（
Ｃ
・
ブ
ラ
ッ
カ
ー
著
、
秋
山
さ
と
子
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
九

年
）
で
こ
れ
を
論
ず
る
に
際
し
て
、
「
堀
が
今
日
残
存
し
て
い
る
盲
目
の
イ
タ
コ
は
シ
ャ
ー
マ
ン
的
な
人
格
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
は
正
し
い
」
（
一
五

六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
見
解
が
、
堀
の
立
脚
す
る
エ
リ
ア
ー
デ
的
な
「
エ
ク
ス
タ
シ
ー
技
術
」
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ

と
に
は
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
彼
女
は
シ
ャ
ー
マ
ン
の
要
件
を
ト
ラ
ン
ス
に
置
い
て
お
り
、
憑
依
と
脱
魂
を
そ
の
種
類
と
捉
え
た
う
え
で
、
各
々
の
ト
ラ
ン
ス

を
示
す
宗
教
者
を
「
霊
媒
」
と
「
行
者
」
と
に
区
分
し
、
こ
れ
ら
を
日
本
の
シ
ャ
ー
マ
ン
と
見
な
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
堀
を
支
持
す
る
理
由
は
「
エ
ク
ス
タ

シ
ー
」
で
な
く
「
宗
教
的
召
命
の
欠
如
」
と
い
う
入
巫
状
況
に
あ
り
、
修
行
と
い
う
成
巫
の
在
り
方
の
点
で
、
イ
タ
コ
の
登
場
を
「
本
当
の
シ
ャ
ー
マ
ン
的
な

霊
媒
の
衰
退
」
（
一
五
六
頁
）
と
し
て
捉
え
て
い
る
。 

７
８ 

堀
一
郎
『
日
本
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
、
一
八
六
頁
。 
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７
９ 

エ
リ
ア
ー
デ
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
の
日
本
に
お
け
る
受
容
を
跡
付
け
た
佐
藤
慎
太
郎
は
、
「
擬
制
巫
」
と
い
う
堀
の
枠
組
み
を
「
「
真
正
」
シ
ャ
ー
マ
ン
の

歴
史
的
・
文
化
的
な
分
化
形
態
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
」
と
理
解
し
た
う
え
で
、
こ
う
し
た
視
座
が
「
日
本
に
お
け
る
地
域
的
な
宗
教
習
俗
で
あ
る
巫

女
を
、
宗
教
現
象
を
人
類
に
普
遍
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
ゆ
え
に
通
文
化
的
な
視
点
を
有
す
る
、
エ
リ
ア
ー
デ
流
の
理
解
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
（
佐
藤
慎
太
郎
「
エ
リ
ア
ー
デ
宗
教
学
に
お
け
る
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
論
と
そ
の
位
置
」
、
菊
谷
竜
太
・
滝
澤
克
彦
編
『
身
体
的
実
践
と
し
て
の
シ
ャ

マ
ニ
ズ
ム 

』
東
北
大
学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
三
年
、
四
五
頁
）
。 

８
０ 

楠
正
弘
は
、
堀
が
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
主
要
な
研
究
課
題
と
し
た
動
機
を
、
①
一
九
五
〇
年
に
開
始
さ
れ
た
石
津
照
璽
を
中
心
と
し
た
「
東
北
地
方
に
お

け
る
宗
教
習
俗
」
の
研
究
へ
の
参
加
と
、
②
一
九
五
二
年
か
ら
一
九
六
六
年
に
い
た
る
東
北
大
学
へ
の
赴
任
、
の
二
つ
に
求
め
て
い
る
（
楠
正
弘
「
〈
解
説
〉
シ

ャ
マ
ニ
ズ
ム
論
の
展
開
」
、
堀
一
郎
著
・
楠
正
弘
編
『
堀
一
郎
著
作
集 

第
八
巻
』
未
来
社
、
一
九
八
二
年
、
六
四
六
‐
六
四
七
頁
）
。 

８
１ 

石
津
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
に
つ
い
て
は
、
石
津
照
璽
「
東
北
の
巫
俗
採
訪
覚
え
書
（
１
）
―
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
性
及
び
青
森
県
の
南
部
地
方
の
こ

と
―
」（
『
慶
応
義
塾
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
紀
要
』
第
九
号
、
一
九
六
九
年
）
や
同
「
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
特
質
と
範
型
―
東
北
地
方
に
お
け
る
事
例
」（
『
東

洋
文
化
』
第
四
六
号
・
四
七
合
併
号
、
一
九
六
九
年
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。 

８
２ 

桜
井
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
の
特
徴
や
学
問
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
宏
幹
「
櫻
井
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
の
意
義
と
課
題
」（
佐
々
木
宏
幹
『
民
俗
学

の
地
平
―
櫻
井
德
太
郎
の
世
界
―
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）
、
佐
藤
憲
昭
「
巫
女
論
」
（
同
）
な
ど
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。 

８
３ 

佐
治
靖
「
巫
女
と
巫
俗
を
め
ぐ
る
「
旅
」
」
、
佐
々
木
宏
幹
編
『
民
俗
学
の
地
平
―
櫻
井
德
太
郎
の
世
界
―
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
七
年
、
二
四
六
―
二
四

八
頁
。 

８
４ 

石
津
照
璽
「
東
北
の
巫
俗
採
訪
覚
え
書
（
１
）
―
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
性
及
び
青
森
県
の
南
部
地
方
の
こ
と
―
」
、
三
頁
。 

８
５ 

楠
正
弘
「
ゴ
ミ
ソ
信
仰
―
日
本
的
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
一
形
態
―
」
、
『
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告 

別
巻
』
第
一
六
号
、
一
九
七
九
年
、
六
頁
。 

８
６ 

楠
正
弘
「
ゴ
ミ
ソ
信
仰
―
日
本
的
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
一
形
態
―
」
、
一
二
‐
一
三
頁
。 

８
７ 

「
ゴ
ミ
ソ
信
仰
と
イ
タ
コ
信
仰
（

Ⅰ
）
―
津
軽
の
宗
教
―
」
、
『
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告 

別
巻
』
第
一
〇
号
、
一
九
七
三
年
、
三
七
頁
。 

８
８ 

高
松
敬
吉
『
巫
俗
と
他
界
観
に
関
す
る
民
俗
学
的
研
究
―
下
北
半
島
の
民
間
信
仰
―
』
伝
統
と
現
代
社
、
一
九
八
三
年
。
同
『
巫
俗
と
他
界
観
の
民
俗
学

的
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
三
年
。 

８
９ 

池
上
良
正
「
津
軽
赤
倉
信
仰
覚
書
―
ゴ
ミ
ソ
系
カ
ミ
サ
マ
の
活
動
を
中
心
に
―
」
、
『
文
経
論
叢 

人
文
学
科
篇
』
第
四
号
、
一
九
八
四
年
、
二
頁
。 

９
０ 

池
上
良
正
「
津
軽
赤
倉
信
仰
覚
書
―
ゴ
ミ
ソ
系
カ
ミ
サ
マ
の
活
動
を
中
心
に
―
」
、
二
〇
頁
。 

９
１ 

池
上
良
正
『
民
間
巫
者
信
仰
の
研
究
―
宗
教
学
の
視
点
か
ら
―
』
未
来
社
、
一
九
九
九
年
、
二
一
‐
二
二
頁
。 

９
２ 

「
民
間
」
と
「
巫
者
」
に
係
る
領
域
画
定
の
問
題
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
池
上
は
「
民
間
巫
者
」
を
「
日
本
の
歴
史
を
通
し
て
「
巫
覡
」
「
ミ
コ
」
な
ど
の

呼
称
を
付
与
さ
れ
て
き
た
宗
教
者
の
系
譜
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
、
制
度
的
宗
教
や
国
家
権
力
の
覊
絆
か
ら
比
較
的
自
由
で
、
周
囲
の
一
般
住
民
か
ら
も
「
こ
の

土
地
に
昔
か
ら
あ
る
」
と
見
な
さ
れ
た
宗
教
表
象
の
様
態
を
強
く
保
持
し
て
き
た
人
々
」
を
ゆ
る
や
か
に
包
括
す
る
も
の
と
し
て
措
定
し
て
い
る
（
池
上
良
正

『
民
間
巫
者
信
仰
の
研
究
―
宗
教
学
の
視
点
か
ら
―
』
二
三
頁
）
。 

９
３ 

川
村
邦
光
『
憑
依
の
視
座
―
巫
女
の
民
俗
学

Ⅱ
―
』
青
弓
社
、
一
九
九
七
年
、
三
五
頁
。 

９
４ 

華
園
聰
麿
「
死
者
・
先
祖
供
養
に
お
け
る
重
層
性
と
地
域
性
―
青
森
県
に
お
け
る
地
蔵
信
仰
と
「
イ
タ
コ
」
信
仰
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
」
、
『
日
本
文

化
研
究
所
研
究
報 

別
巻
』
第
二
八
号
、
一
九
九
一
年
。 
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９
５ 
川
島
秀
一
『
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
の
見
え
る
と
き
―
東
北
の
神
霊
と
語
り
―
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
九
年
。
同
『
憑
霊
の
民
俗
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
三

年
。
同
「
東
北
の
巫
女
と
「
オ
シ
ラ
祭
文
」
」
『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
一
〇
巻
第
一
一
号
、
二
〇
〇
九
年
。 

９
６ 

佐
治
靖
「
イ
タ
コ
ノ
ク
チ
ヨ
セ
―
口
寄
せ
巫
儀
を
め
ぐ
る
異
界
観
―
」
、
小
松
和
彦
還
暦
記
念
論
集
刊
行
会
『
日
本
文
化
の
人
類
学
／
異
文
化
の
民
俗
学
』

法
藏
館
、
二
〇
〇
八
年
。 

９
７ 

山
田
厳
子
「
巫
女
と
戦
争
―
東
北
に
お
け
る
危
機
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
―
」
『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』 

第
七
三
巻
第
八
号
、
二
〇
〇
八
年
。 

９
８ 

池
上
良
正
「
解
説
」
、
佐
々
木
宏
幹
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
世
界
』
講
談
社
、
一
九
九
二
年
、
二
九
五
‐
二
九
六
頁
。
佐
々
木
は
本
書
の
第
一
二
章
「
シ
ャ

ー
マ
ン
の
宗
教
―
社
会
的
役
割
」
で
、
社
会
的
環
境
と
シ
ャ
ー
マ
ン
と
の
関
係
性
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。 

９
９ 

懸
田
克
躬
他
「
東
北
地
方
に
お
け
る
シ
ヤ
マ
ニ
ズ
ム
の
社
会
精
神
医
学
的
研
究
」
、『
順
天
堂
医
学
雑
誌
』
第
五
巻
第
三
号
、
一
九
五
九
年
。
中
村
民
男
「
青

森
県
に
お
け
る
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
社
会
精
神
医
学
的
研
究
―
イ
タ
コ
と
類
似
者
の
比
較
―
」
、『
順
天
堂
医
学
雑
誌
』
第
七
巻
特
別
号
（
２
）
、
一
九
六
一
年
。
中

村
民
男
「
映
画
供
覧 

1
6

m
/m

映
画
〝
東
北
の
巫
女
―
イ
タ
コ
〟
」
『
千
葉
医
学
会
雑
誌
』
第
三
九
巻
三
／
四
号
、
一
九
六
三
年
。 

１
０
０ 

西
村
康
「
南
部
地
方
の
憑
依
症
候
群
を
め
ぐ
る
文
化
精
神
医
学
的
研
究
」
、
『
精
神
医
学
』
第
一
八
巻
第
一
二
号
、
一
九
七
六
年
。
同
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ

ム
の
現
代
化
の
方
向
―
青
森
県
南
部
地
方
の
精
神
医
療
状
況
の
な
か
で
―
」
、
『
臨
床
精
神
医
学
』
第
六
巻
第
一
二
号
、
一
九
七
七
年
。 

１
０
１ 

熊
谷
輝
「
津
軽
地
方
に
お
け
る
「
カ
ミ
サ
マ
」
と
精
神
医
療
―
事
例
分
析
を
中
心
と
し
て
―
」
、
『
弘
前
医
学
』
第
三
五
巻
第
三
号
、
一
九
八
三
年
。 

１
０
２ 

藤
井
博
英
他
「
青
森
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
文
化
と
精
神
保
健
」
、
『
青
森
県
立
保
健
大
学
紀
要
』
第
四
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
三
年
。 

１
０
３ 

「
イ
タ
コ
「
口
寄
せ
」
国
助
成
で
研
究
」
、
『
読
売
新
聞
（
東
京
・
夕
刊
）
』
二
〇
一
〇
年
八
月
一
四
日
付
。 

１
０
４ 

高
松
『
巫
俗
と
他
界
観
に
関
す
る
民
俗
学
的
研
究
』
、
二
四
―
三
二
頁
。 

１
０
５ 

楠
『
庶
民
信
仰
の
世
界
‐
恐
山
信
仰
と
オ
シ
ラ
サ
ン
信
仰
‐
』
、
二
三
頁
。 

１
０
６ 

楠
『
庶
民
信
仰
の
世
界
‐
恐
山
信
仰
と
オ
シ
ラ
サ
ン
信
仰
‐
』
、
一
三
八
頁
。 

１
０
７ 

原
知
章
『
民
俗
文
化
の
現
在
―
沖
縄
・
与
那
国
島
の
「
民
俗
」
へ
の
ま
な
ざ
し
―
』
同
成
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
七
頁
。 
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【
第
一
部 

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
《
イ
タ
コ
》
像
の
形
成
】 

 
 第

一
章 

大
衆
文
化
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
と
は
何
か 

 

本
章
で
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
《
イ
タ
コ
》
像
を
確
認
す
る
に
先
立
ち
、
ま
ず
は
表
象
さ
れ
る
側
の
様
相
、
す
な
わ
ち
、
地
域
社
会

の
文
脈
に
成
立
し
て
き
た
民
俗
文
化
と
し
て
の
イ
タ
コ
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
今
一
度
、「
民
俗
文
化
を
表
象
す
る
」
と
い
う
行
為
が
い
か
な
る

操
作
で
あ
る
の
か
を
確
認
し
、
マ
ス
的
表
象
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
と
客
体
と
の
関
係
性
を
明
確
化
す
る
こ
と
で
、
次
章
に
始
ま
る
表
象
分
析
の
布
石
と
し
た

い
。 

 

第
一
節 

民
俗
文
化
と
し
て
の
イ
タ
コ
に
つ
い
て 

 

「
イ
タ
コ
」
と
は
何
か 

 

「
日
本
列
島
の
北
と
南
の
端
に
、
特
異
な
民
族
宗
教
的
機
能
を
果
す
シ
ャ
ー
マ
ン
が
存
在
す
る
」
１

―
―
桜
井
徳
太
郎
が
日
本
の
巫
俗
を
指
し
て
こ
う
概
観

し
た
よ
う
に
、
か
つ
て
全
国
各
地
に
散
見
さ
れ
た
「
巫
女
」
の
習
俗
、
と
り
わ
け
死
者
の
言
葉
を
伝
え
る
「
口
寄
せ
巫
女
」
の
類
は
、
日
本
に
お
い
て
巫
俗
研

究
が
本
格
化
し
た
一
九
五
〇
・
六
〇
年
代
の
時
点
で
、
既
に
東
北
地
方
と
沖
縄
に
片
鱗
を
示
す
の
み
と
な
っ
て
い
た
。
東
北
地
方
で
は
、
イ
タ
コ
・
イ
ダ
ッ
コ
・

エ
ダ
ッ
コ
（
青
森
県
、
岩
手
県
北
部
と
秋
田
県
北
部
）
、
エ
ジ
ッ
コ
・
エ
ン
ジ
コ
（
秋
田
県
南
部
）
、
オ
ガ
ミ
ン
・
オ
ガ
ミ
サ
マ
（
岩
手
県
南
部
、
宮
城
県
）
、
オ

ナ
カ
マ
（
山
形
県
最
上
・
村
山
地
方
）
、
ワ
カ
・
ワ
カ
ミ
コ
（
福
島
県
、
山
形
県
置
賜
地
方
）
、
ミ
コ
・
ミ
ゴ
（
山
形
県
庄
内
地
方
）
、
ア
ズ
サ
・
モ
リ
コ
（
福
島

県
浜
通
り
）
と
い
っ
た
盲
目
の
「
口
寄
せ
巫
女
」
が
活
躍
し
て
き
た
が
２

、
こ
の
中
で
最
も
注
目
を
浴
び
、
戦
後
の
巫
俗
研
究
の
中
核
を
担
っ
て
き
た
の
が
、

イ
タ
コ
や
イ
ダ
ッ
コ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
系
統
の
巫
女
達
で
あ
る
。
以
降
、
こ
れ
ら
の
存
在
を
「
イ
タ
コ
」
の
語
で
も
っ
て
類
型
化
す
る
。 

 

イ
タ
コ
が
い
つ
の
頃
か
ら
活
動
し
て
い
た
か
は
定
か
で
な
い
も
の
の
、
一
七
八
八
年
（
天
明
八
）
に
盛
岡
を
訪
れ
た
菅
江
真
澄
の
日
記
に
は
既
に
「
盲
巫
女

い

た

こ

」
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の
文
字
が
見
ら
れ
、「
此
の
も
の
や
神
お
ろ
し
を
し
、
い
の
り
か
ぢ
、
す
ず
の
う
ら
と
ひ
を
し
、
あ
る
は
、
な
き
た
ま
よ
ば
ひ
し
、
み
さ
か
を
し
ら
す
る
は
、
神

の
委
託
て
ふ
こ
と
を
や
、
し
か
、
い
た
こ
と
は
い
へ
ら
ん
か
し
」
３

と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
前
章
第
三
節
で
詳
述
し
た
と
お
り
、
イ
タ
コ
の
調
査
は
一

九
五
〇
年
代
に
始
ま
り
、
そ
の
後
、
一
九
六
〇
・
七
〇
年
代
に
か
け
て
多
く
の
優
れ
た
成
果
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
調
査
の
進
展
と
共
に
浮
か
び
上
が

っ
た
の
が
、
ゴ
ミ
ソ
や
カ
ミ
サ
マ
と
称
さ
れ
る
「
類
似
者
」
の
存
在
で
あ
り
、
イ
タ
コ
は
こ
の
者
と
の
関
係
の
中
で
文
化
と
し
て
の
特
色
を
鮮
明
化
さ
せ
て
き

た
と
言
っ
て
よ
い
４

。 

従
来
の
研
究
を
俯
瞰
し
て
み
る
に
、
二
者
の
相
違
は
主
に
①
性
別
、
②
身
体
的
特
徴
、
③
入
巫
の
契
機
、
④
成
巫
過
程
、
⑤
巫
業
の
五
点
に
集
約
さ
れ
る
。

な
お
、
ゴ
ミ
ソ
が
既
成
教
団
か
ら
の
蔑
称
に
当
た
る
と
い
う
池
上
良
正
の
指
摘
を
踏
ま
え
５

、
「
類
似
者
」
の
類
型
化
に
あ
た
っ
て
は
「
カ
ミ
サ
マ
」
の
語
を
使

用
す
る
。 

 

「
イ
タ
コ
」 

 

①
女
性
。 

②
全
盲
や
弱
視
で
あ
る
な
ど
、
視
力
に
問
題
を
抱
え
て
い
る
。 

③
職
業
の
確
保
を
目
的
に
入
巫
す
る
。 

④
師
匠
の
も
と
で
修
業
し
、
一
定
の
作
法
を
身
に
付
け
、
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
経
て
成
巫
す
る
。 

⑤
祈
祷
や
託
宣
の
他
に
「
口
寄
せ
」
（
死
霊
の
憑
依
に
基
づ
く
巫
儀
）
を
行
う
。 

 

「
カ
ミ
サ
マ
」 

① 

男
性
・
女
性
い
ず
れ
も
。 

②
晴
眼
者
。 

③
自
己
の
精
神
的
な
い
し
肉
体
的
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
祈
る
こ
と
で
、
も
し
く
は
神
仏
か
ら
の
召
命
に
よ
っ
て
入
巫
す
る
。 
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④
独
自
の
方
法
で
修
行
を
す
る
中
で
成
巫
す
る
。 

⑤
イ
タ
コ
と
同
様
に
祈
祷
や
託
宣
を
行
う
が
、
「
口
寄
せ
」
は
基
本
的
に
行
わ
な
い
。 

 

 

以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
概
括
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
イ
タ
コ
と
は
「
視
覚
障
害
を
有
す
る
女
性
が
、
生
業
獲
得
の
た
め
に
師
匠
の
も
と
で
修
業
し
て
成
巫
し
た
、

死
者
の
「
口
寄
せ
」
を
行
う
巫
者
」
と
述
べ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
理
念
型
で
あ
っ
て
、
実
態
に
目
を
向
け
れ
ば
、
右
の
特
徴
を

全
て
満
た
し
た
事
例
ば
か
り
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
両
者
の
境
界
は
年
々
曖
昧
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
象
の
発
生
は
、

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
動
向
と
も
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
。 

イ
タ
コ
と
カ
ミ
サ
マ
と
の
接
近
に
つ
い
て
は
、
七
〇
年
代
の
時
点
で
既
に
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た
。
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム 

上
巻
』
（
一
九
七
四
年
）
で

下
北
半
島
の
巫
俗
を
論
じ
た
桜
井
は
、「
本
来
の
在
り
方
で
は
な
い
」
と
前
置
き
を
し
た
う
え
で
、
カ
ミ
サ
マ
が
人
々
の
希
求
に
応
じ
て
「
口
寄
せ
」
を
す
る
ケ

ー
ス
に
言
及
し
て
い
る
６

。
そ
の
要
因
と
察
せ
ら
れ
た
の
は
、
戦
後
の
イ
タ
コ
不
足
と
口
寄
せ
需
要
の
高
止
ま
り
で
あ
っ
た
が
、
桜
井
の
仮
説
が
正
し
い
と
す

れ
ば
、「
カ
ミ
サ
マ
の
イ
タ
コ
化
」
は
イ
タ
コ
の
減
少
と
共
に
進
行
の
一
途
を
辿
っ
て
き
た
こ
と
だ
ろ
う
。
実
際
、
近
年
「
イ
タ
コ
」
と
し
て
活
動
す
る
者
の
中

に
は
、
カ
ミ
サ
マ
と
見
な
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
巫
者
が
相
当
数
含
ま
れ
て
い
る
。 

一
方
、
「
イ
タ
コ
の
カ
ミ
サ
マ
化
」
と
い
っ
た
事
態
も
確
認
さ
れ
る
。
一
九
九
〇
年
代
初
頭
に
イ
タ
コ
と
な
っ
た
Ｍ
Ｈ
（
八
戸
市
、
一
九
七
二
年
生
ま
れ
）

と
Ｈ
Ｋ
（
三
戸
郡
田
子
町
、
一
九
六
九
年
生
ま
れ
）
の
入
巫
状
況
が
こ
れ
に
当
た
り
、
両
者
は
視
覚
障
害
で
は
な
く
、
自
身
の
病
気
に
端
を
発
す
る
私
的
経
験

を
入
巫
の
契
機
と
す
る
点
で
カ
ミ
サ
マ
に
接
近
し
て
い
る
。
現
状
、
彼
女
達
が
「
最
後
の
イ
タ
コ
」
で
あ
る
事
実
に
鑑
み
れ
ば
、「
晴
眼
の
イ
タ
コ
」
を
後
押
し

し
た
の
は
、
後
継
者
不
足
の
要
因
と
同
様
、
社
会
福
祉
の
拡
充
に
伴
う
職
業
観
の
変
化
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

「
本
来
の
在
り
方
で
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
巫
俗
の
「
原
初
形
態
」
を
求
め
た
桜
井
は
、
前
述
の
如
き
混
淆
や
変
質
を
〝
純
粋
な

文
化
の
零
落
〟
と
見
な
す
こ
と
で
、
自
身
の
研
究
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
き
た
。
ゆ
え
に
、
彼
の
研
究
に
お
け
る
理
念
型
と
は
、
あ
る
意
味
、「
純
／
不
純
」
を

切
り
分
け
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
本
研
究
も
ま
た
、
前
掲
の
理
念
型
を
基
に
事
象
を
記
述
す
る
点
で
は
、
桜
井
の
取
り
組
み

と
何
ら
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
価
値
を
見
出
す
の
は
、
む
し
ろ
桜
井
の
排
除
し
て
き
た
理
念
型
よ
り
逸
脱
す
る
「
不
純
」
の
部
分
で
あ
る
。
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よ
っ
て
、
本
研
究
に
お
け
る
理
念
型
と
は
、
真
偽
の
判
別
や
対
象
の
取
捨
を
行
う
た
め
の
ツ
ー
ル
で
は
な
く
、
変
化
を
「
変
化
」
と
し
て
捉
え
る
た
め
の
認
知

的
枠
組
み
、
い
わ
ば
〝
も
の
さ
し
〟
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
お
き
た
い
。 

そ
の
う
え
で
、
「
イ
タ
コ
」
と
「
カ
ミ
サ
マ
」
を
区
別
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
し
た
い
の
は
、
師
資
相
承
に
基
づ
く
伝
統
保
有
の
有
無
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

「
イ
タ
コ
」
と
「
カ
ミ
サ
マ
」
と
は
類
型
的
に
並
置
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
一
定
の
作
法
を
保
有
す
る
前
者
に
対
し
、
独
自
の
修
行
に
よ
っ
て
成
巫
す
る
後

者
は
個
人
差
が
大
き
く
、
そ
の
一
群
を
貫
く
よ
う
な
要
素
は
存
在
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
二
者
は
各
々
が
確
固
た
る
文
化
領
域
を
築
く
わ
け
で
は
な
く
、

伝
統
の
存
在
に
よ
っ
て
自
律
的
に
文
化
領
域
を
画
定
す
る
前
者
と
、「
そ
う
し
た
伝
統
を
持
た
な
い
」
雑
多
な
巫
者
群
と
し
て
の
後
者
と
い
う
よ
う
に
、
あ
く
ま

で
前
者
の
伝
統
を
基
軸
に
成
立
し
た
類
型
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
加
え
て
、
師
資
相
承
に
基
づ
く
伝
統
の
存
在
は
、
系
譜
と
い
う
形
で
過
去
と
の
繋
が
り
を

維
持
す
る
も
の
で
あ
り
、
変
化
を
捉
え
る
に
際
し
て
は
有
効
な
基
軸
と
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

「
商
売
」
の
諸
相 

 

イ
タ
コ
を
記
述
す
る
に
際
し
て
重
視
さ
れ
る
の
は
、
巫
者
的
特
徴
を
最
も
顕
著
に
示
す
で
あ
ろ
う
成
巫
過
程
と
巫
業
内
容
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
各
々
の
事

項
が
有
す
る
情
報
量
の
多
さ
を
考
え
る
と
、
双
方
へ
の
言
及
は
視
点
の
拡
散
と
い
う
事
態
を
招
き
か
ね
な
い
。
紙
幅
も
限
ら
れ
て
た
め
、
こ
こ
で
は
マ
ス
・
メ

デ
ィ
ア
の
関
心
事
と
な
る
巫
業
内
容
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
の
「
多
面
性
」
の
記
述
に
努
め
た
い
。 

イ
タ
コ
の
巫
業
は
宗
教
儀
礼
で
あ
る
と
同
時
に
、
視
覚
障
害
を
持
つ
女
性
が
生
計
を
立
て
る
た
め
の
手
段
と
い
う
性
格
を
持
つ
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
タ
コ
は
自

身
の
活
動
を
「
商
売
」
と
称
し
、
依
頼
者
を
「
お
客
」
と
呼
ん
で
い
る
。
宗
教
的
技
能
の
観
点
に
立
つ
場
合
、
そ
の
商
売
は
大
き
く
二
つ
に
区
分
す
る
こ
と
が

出
来
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
超
自
然
的
存
在
の
憑
依
」
と
い
う
巫
者
的
技
能
（
巫
儀
）
に
依
拠
し
た
商
売
と
、
こ
れ
に
依
拠
し
な
い
商
売
の
別
で
あ
る
。 

後
者
は
算
木
、
筮
竹
、
数
珠
等
の
道
具
を
使
用
し
た
占
い
や
、
ま
じ
な
い
、
祓
い
と
い
っ
た
儀
礼
を
指
し
、
こ
れ
ら
は
依
頼
者
の
求
め
に
応
じ
て
巫
家
で
適

宜
実
施
さ
れ
る
、
い
わ
ば
「
普
段
の
商
売
」
に
相
当
す
る
も
の
と
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
対
し
て
前
者
は
、
時
期
や
場
所
を
定
め
て
行
わ
れ
る
商
売
で
、
巫
者

固
有
の
宗
教
的
技
能
を
発
揮
す
る
点
に
お
い
て
、
イ
タ
コ
を
特
徴
付
け
る
商
売
だ
と
言
え
る
。 

巫
儀
に
依
拠
し
た
商
売
は
、
憑
依
さ
れ
る
対
象
の
違
い
に
よ
っ
て
二
種
類
に
大
別
さ
れ
る
。
以
下
、
論
者
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
て
き
た
青
森
県
八
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戸
市
周
辺
で
活
躍
す
る
「
南
部
イ
タ
コ
」
（
詳
細
は
後
述
）
の
事
例
を
も
と
に
、
巫
儀
の
諸
相
を
概
観
し
て
い
く
７

。 

 

（
１
）
カ
ミ
の
憑
依 

一
つ
は
、
神
的
存
在
の
憑
依
を
受
け
る
も
の
で
、
こ
の
代
表
と
さ
れ
る
の
は
、
オ
シ
ラ
サ
マ
の
祭
祀
儀
礼
に
当
た
る
オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
で
あ
る
。
オ
シ
ラ
サ

マ
と
は
東
北
地
方
の
旧
家
で
祀
ら
れ
て
き
た
男
女
一
対
の
民
俗
神
の
こ
と
で
（
写
真

1
‐

1
）
、
イ
タ
コ
に
祭
祀
が
依
頼
さ
れ
る
場
合
、
そ
こ
で
は
オ
シ
ラ
サ

マ
の
憑
依
に
よ
る
託
宣
が
実
施
さ
れ
る
。 

オ
シ
ラ
サ
マ
の
祭
祀
時
季
に
は
地
域
差
が
あ
る
が
、
八
戸
市
周
辺
で
は
現
在
、
一
月
一
六
日
か
ら
三
月
一
六
日
が
オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
の
施
行
期
間
と
さ
れ
、

依
頼
者
が
イ
タ
コ
を
自
宅
に
招
い
て
祭
祀
を
行
っ
て
い
る
。
写
真

1
‐

2
、
写
真

1
‐

3
は
、
二
〇
一
五
年
三
月
八
日
、
八
戸
市
南
郷
大
字
島
守
の
Ｙ
家
で
行

わ
れ
た
オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
の
様
子
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
Ｙ
家
で
は
南
郷
大
字
市
野
沢
の
イ
タ
コ
Ｎ
Ｔ
（
昭
和
七
年
生
）
に
祭
祀
を
依
頼
し
、
親
族
の
他
、

地
区
の
住
民
も
招
い
て
長
年
オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
を
実
施
し
て
き
た
。 

オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
で
は
託
宣
に
先
立
ち
、
神
の
由
来
を
述
べ
た
オ
シ
ラ
祭
文
が
唱
え
ら
れ
る
。
各
々
の
伝
え
る
詞
章
を
唱
え
な
が
ら
、
イ
タ
コ
は
両
手
で
一

体
ず
つ
掲
げ
た
御
神
体
を
上
下
左
右
に
揺
り
動
か
し
て
オ
シ
ラ
サ
マ
を
「
遊
ば
せ
る
」
の
で
あ
り
、
一
連
の
動
作
が
祭
文
の
文
言
と
共
に
民
俗
学
や
民
俗
芸
能

研
究
の
関
心
事
と
な
っ
て
き
た
（
た
だ
し
、
Ｙ
家
の
オ
シ
ラ
サ
マ
は
大
き
く
重
い
た
め
、
地
面
に
置
き
、
両
手
で
抱
き
留
め
る
よ
う
な
形
で
祭
文
を
朗
誦
し
て

い
る
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
参
加
者
が
最
も
関
心
を
寄
せ
る
の
は
、
こ
う
し
た
定
型
的
な
所
作
で
は
な
く
、
ウ
ラ
ナ
イ
と
称
さ
れ
た
オ
シ
ラ
サ
マ
に
よ
る
託
宣
の

部
分
で
あ
る
。
ウ
ラ
ナ
イ
で
は
世
の
中
、
作
物
、
天
候
、
家
族
等
に
関
し
て
一
年
間
の
吉
凶
が
判
断
さ
れ
、
注
意
す
べ
き
事
項
が
教
示
さ
れ
る
。
ウ
ラ
ナ
イ
は

世
帯
別
に
行
わ
れ
、
判
断
さ
れ
た
内
容
を
Ｙ
家
の
戸
主
の
妻
が
紙
に
書
き
留
め
て
お
り
、
こ
れ
を
各
世
帯
の
代
表
者
が
持
ち
帰
る
（
写
真

1
‐

4
）
。 

 

（
２
）
ホ
ト
ケ
の
憑
依 

 

カ
ミ
と
区
別
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
憑
依
対
象
、
そ
れ
は
死
者
の
霊
魂
、
す
な
わ
ち
ホ
ト
ケ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ホ
ト
ケ
を
憑
依
さ
せ
、
そ
の
言
葉
を
伝
え
る

巫
儀
を
、
便
宜
上
、
「
口
寄
せ
」
の
語
で
定
位
し
て
お
き
た
い
。 
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写真 1‐1  八戸市南郷大字島守Ｙ家のオシラサマ（ 2014 年 1 月 16 日撮影）  

 

写真 1‐2 Ｙ家のオシラアソバセ（2015 年 3 月 8 日撮影）  



49 

 

                    

 

写真 1‐3 Ｙ家のオシラアソバセ（2015 年 3 月 8 日撮影）  

 

写真 1‐4 オシラサマのウラナイ（2015 年 3 月 8 日撮影）  
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口
寄
せ
は
「
カ
ミ
を
招
い
て
か
ら
ホ
ト
ケ
を
呼
び
出
し
、
そ
し
て
両
者
を
送
り
返
す
」
と
い
う
構
造
を
有
し
て
お
り
、
①
カ
ミ
寄
せ
、
②
ホ
ト
ケ
呼
び
、
③

口
説
（
ホ
ト
ケ
の
語
り
）
、
④
ホ
ト
ケ
送
り
、
⑤
カ
ミ
送
り
の
五
パ
ー
ト
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
８

。
ホ
ト
ケ
の
語
り
に
当
た
る
口
説
は
一
人
称
に
よ
る
一
人
語

り
を
特
徴
と
し
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
内
容
に
は
一
定
の
パ
タ
ー
ン
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
９

。
基
本
的
に
、
故
人
の
命
日
さ
え
分
か
れ
ば
口
寄
せ
は
可
能
で
あ

る
が
、
亡
く
な
っ
た
ば
か
り
の
霊
を
呼
び
出
す
こ
と
は
躊
躇
さ
れ
、
死
後
百
日
と
い
っ
た
制
約
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。 

八
戸
市
周
辺
の
イ
タ
コ
を
例
に
取
る
場
合
、
口
寄
せ
の
商
売
に
は
次
の
よ
う
な
種
別
が
存
在
す
る
１
０

。 

 Ⅰ
．
時
季
を
定
め
て
行
わ
れ
る
も
の 

 

口
寄
せ
に
は
、
こ
れ
を
行
う
べ
き
時
季
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
八
戸
市
周
辺
で
は
現
在
、
旧
暦
二
月
の
一
か
月
間
と
秋
彼
岸
が
口
寄
せ
の
時
季
と
さ
れ
、
イ

タ
コ
の
自
宅
で
巫
儀
が
営
ま
れ
て
い
る
（
写
真

1
‐

5
）
。
論
者
は
二
〇
一
四
年
の
旧
暦
二
月
中
に
イ
タ
コ
Ｎ
Ｔ
の
家
で
参
与
観
察
の
機
会
を
得
た
が
、
彼
女

の
も
と
へ
は
、
早
朝
か
ら
夕
方
ま
で
次
々
に
お
客
が
や
っ
て
来
る
状
態
で
あ
っ
た
。
依
頼
者
の
殆
ど
は
女
性
で
、
呼
び
出
す
の
は
婚
家
に
関
わ
る
親
族
の
霊
で

あ
る
。
複
数
の
霊
を
降
ろ
す
ケ
ー
ス
が
多
く
、
一
件
の
依
頼
で
一
時
間
程
度
の
時
間
を
要
す
る
。 

な
お
、
ホ
ト
ケ
を
呼
ぶ
に
先
立
ち
、
依
頼
者
の
守
り
神
や
地
域
の
守
り
神
を
降
ろ
し
て
ウ
ラ
ナ
イ
を
行
う
の
が
特
徴
で
、
佐
治
靖
は
こ
の
「
神
お
ろ
し
」
を

含
め
、
当
該
地
方
で
は
決
ま
っ
た
時
季
・
場
所
で
な
さ
れ
る
口
寄
せ
の
商
売
を
指
し
て
「
ク
チ
ヨ
セ
」
と
呼
ぶ
と
指
摘
し
て
い
る
１
１

。 

 

Ⅱ
．
不
定
期
に
行
わ
れ
る
も
の 

 

こ
れ
は
特
定
の
故
人
を
対
象
に
、
忌
日
法
要
や
年
忌
法
要
に
際
し
て
執
行
さ
れ
る
も
の
で
、
ジ
ゴ
ク
サ
ガ
シ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
依
頼
者
の
自
宅
が
巫
儀
の

場
と
な
り
、
佐
治
に
よ
れ
ば
、
前
掲
の
ク
チ
ヨ
セ
が
依
頼
者
の
個
人
的
関
心
や
そ
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
の
に
対
し
、
ジ
ゴ
ク
サ
ガ
シ
は
家
の
行
事
と
し
て
盛

大
且
つ
厳
粛
に
執
り
行
わ
れ
る
と
い
う
１
２

。 

 

Ⅲ
．
寺
社
に
複
数
の
イ
タ
コ
が
参
集
し
て
行
わ
れ
る
も
の
（
イ
タ
コ
マ
チ
） 
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写真 1‐5 イタコ NT の自宅の祭壇  

（2015 年 1 月 16 日撮影）  

 

平
素
の
イ
タ
コ
は
単
身
で
商
売
を
営
む
が
、
寺
社
の
祭
礼

日
等
の
折
に
は
そ
の
境
内
地
に
参
集
し
、
複
数
で
口
寄
せ
を

行
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
イ
タ
コ
マ
チ
と
称
さ
れ
る
業
態
で

最
も
有
名
な
場
所
は
、
下
北
半
島
の
霊
場
恐
山
（
以
下
、
恐

山
と
略
記
）
で
あ
ろ
う
。
当
地
で
は
夏
と
秋
の
祭
礼
時
に
、

今
も
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。 

と
は
言
え
、
イ
タ
コ
マ
チ
は
霊
場
恐
山
に
固
有
の
儀
礼
と

い
う
わ
け
で
は
な
く
、
過
去
に
は
久
渡
寺
（
弘
前
市
）
、
津
軽

高
野
山
（
弘
前
市
）
、
大
石
神
社
（
弘
前
市
）
、
猿
賀
神
社
（
南

津
軽
郡
）
、
小
栗
山
神
社
（
南
津
軽
郡
）
と
い
っ
た
各
地
の
寺

社
で
実
施
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
１
３

。
一
九
九

〇
年
代
以
降
も
イ
タ
コ
マ
チ
を
継
続
的
に
開
催
し
て
き
た
場

所
と
し
て
は
、
霊
場
恐
山
以
外
に
、
五
所
川
原
市
の
川
倉
賽

の
河
原
地
蔵
尊
（
例
大
祭
：
旧
暦
六
月
二
十
二
日
～
二
十
四
日
）
や
、
上
北
郡
お
い
ら
せ
町
の
法
運
寺
（
い
だ
こ
祭
り
：
八
月
六
日
～
七
日
）
が
挙
げ
ら
れ
る

が
、
前
者
は
二
〇
一
三
年
時
点
で
カ
ミ
サ
マ
が
一
名
参
加
す
る
の
み
、
後
者
は
二
〇
一
一
年
に
参
加
予
定
だ
っ
た
イ
タ
コ
二
名
の
う
ち
の
一
名
が
体
調
不
良
と

な
り
、
祭
り
自
体
が
中
止
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。 

 

な
お
、
占
い
や
ま
じ
な
い
を
主
体
と
し
た
平
素
の
商
売
に
お
い
て
も
、
相
談
内
容
の
要
因
が
カ
ミ
や
ホ
ト
ケ
に
求
め
ら
れ
る
場
合
、
巫
儀
に
よ
っ
て
真
意
の

究
明
が
図
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
行
わ
れ
る
巫
儀
は
、
前
掲
の
よ
う
な
特
定
の
時
期
や
場
所
で
行
わ
れ
る
巫
儀
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

る
１
４

。 
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イ
タ
コ
の
活
動
状
況 

イ
タ
コ
の
数
量
的
な
把
握
に
関
し
て
は
、
一
九
五
七
年
か
ら
五
八
年
に
か
け
て
、
順
天
堂
大
学
医
学
部
精
神
神
経
科
学
教
室
が
青
森
県
内
に
お
け
る
イ
タ
コ

お
よ
び
類
似
者
の
分
布
調
査
を
行
っ
て
い
る
１
５

。
調
査
は
役
場
を
対
象
と
し
た
質
問
紙
の
郵
送
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
、
結
果
、
当
時
の
青
森
県
下
で
は
一
三
六

名
の
イ
タ
コ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
な
お
、
こ
の
人
数
は
一
九
六
〇
年
に
追
加
調
査
を
行
っ
た
中
村
民
男
に
よ
っ
て
一
二
一
名
に
修
正
さ
れ
て
い
る
）
１
６

。 

こ
こ
で
は
イ
タ
コ
の
活
動
状
況
を
よ
り
的
確
に
捉
え
る
た
め
、
八
戸
市
（
南
郷
を
含
ま
な
い
旧
八
戸
市
の
区
域
）
の
状
況
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
。
南

部
地
方
の
中
心
都
市
で
あ
る
八
戸
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
「
南
部
イ
タ
コ
」
の
活
動
が
報
告
さ
れ
て
き
た
。
青
森
県
下
に
お
け
る
イ
タ
コ
の
文
化
は
旧

藩
の
領
地
に
応
じ
て
や
や
異
な
る
様
相
を
呈
し
、
そ
の
系
統
の
違
い
は
「
津
軽
イ
タ
コ
」「
南
部
イ
タ
コ
」
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。
一
九
二
八
年
（
昭
和
三
）

に
柳
田
邸
で
オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
を
行
っ
た
石
橋
さ
だ
巫
女
や
、
小
井
川
潤
次
郎
『
い
た
こ
の
伝
承
』
で
知
ら
れ
る
根
城
す
ゑ
巫
女
が
い
ず
れ
も
八
戸
在
住
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
南
部
イ
タ
コ
の
存
在
は
巫
俗
研
究
の
黎
明
期
よ
り
学
界
の
耳
目
を
集
め
、
戦
後
も
様
々
な
学
問
分
野
に
よ
っ
て
積
極
的
に
実
態
の
解
明
が
図
ら

れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
研
究
蓄
積
を
総
括
す
る
取
り
組
み
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
県
史
編
纂
の
一
環
で
な
さ
れ
た
鈴
木
岩
弓
に
よ
る
「
巫
女
」
の
分
布
調

査
で
あ
る
。 

鈴
木
は
、
二
〇
〇
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
青
森
県
史 

民
俗
編 

資
料
南
部
』
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
「
巫
女
」
の
所
在
に
自
身
の

聞
き
取
り
調
査
の
結
果
を
加
味
し
、
明
治
期
か
ら
一
九
九
九
年
現
在
ま
で
に
確
認
さ
れ
た
「
巫
女
」
の
存
在
を
分
布
図
と
表
に
ま
と
め
て
い
る
１
７

。
こ
こ
に
は

南
部
地
方
全
体
で
七
八
名
の
イ
タ
コ
の
存
在
が
提
示
さ
れ
て
お
り
（
一
九
九
九
年
時
点
で
活
動
中
の
者
は
三
五
名
）
、
う
ち
約
四
割
に
当
た
る
三
〇
名
（
一
九
九

九
年
時
点
で
活
動
中
の
者
は
一
二
名
）
が
旧
八
戸
市
を
在
地
と
し
て
い
る
。
全
て
の
「
巫
女
」
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
重
複
の
可
能
性
も
あ
る

と
は
言
え
、
こ
れ
は
旧
八
戸
市
が
「
南
部
イ
タ
コ
」
の
主
要
な
活
動
域
と
な
っ
て
き
た
こ
と
を
知
る
に
は
十
分
な
デ
ー
タ
と
言
え
る
。 

こ
の
調
査
を
踏
ま
え
、
論
者
は
旧
八
戸
市
の
範
囲
に
焦
点
を
絞
り
、
あ
ら
た
め
て
当
地
で
巫
業
を
営
ん
で
き
た
イ
タ
コ
に
つ
い
て
既
存
の
文
献
や
文
章
を
通

じ
て
確
認
を
行
っ
た
。
【
表

1
‐

1
】
は
、
文
献
調
査
の
結
果
に
石
田
山
光
龍
寺
（
八
戸
市
長
者
）
所
蔵
の
「
三
八
盲
女
信
仰
会
々
則
」
（
昭
和
一
八
年
五
月
九

日
付
）
の
記
載
を
加
え
て
作
成
さ
れ
た
、
旧
八
戸
市
の
区
域
で
二
〇
一
五
年
六
月
現
在
ま
で
に
活
動
実
態
の
確
認
さ
れ
た
イ
タ
コ
の
一
覧
表
で
あ
る
。
結
果
、 
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【表1-1】八戸市（南郷を除く）でこれまでに確認されているイタコ一覧（2015 .6現在）

出典

１．小井川「おしらさまの話」(1936)

２．小井川「おしらさまの鈴の音」(1951)

３．小井川「盲人から聞いた話」(1951)

４．小井川『おしらさま勧請記』(1950)

５．小井川「いたこの伝承」(1953)

６．小井川「根城すゑ巫女聞書」(1960)

７．中道「イタコ・おかみん・ボサマ」（1927）

８．高杉「青森県の口寄せ巫女探訪」（1968）

９．石津「東北の巫俗採訪覚え書（１）」（1969）

１０．東北学院大「恐山のイタコ」（1971）

１１．石川「口寄せ巫女の伝承」（1974）

１２．岡田重精「東北の巫女」（1977）

１３．観光資源保護財団編『さいはての霊場恐山』（1977）

１４．櫻庭・小山「青森県南部地方巫女習俗調査（第二次報告）」（2007）

１５．『三八盲女信仰会々則』

※個人情報保護の観点から、氏名はイニシャル（姓、名前の順。または判別している名称の頭文字）、住所は大字レヴェルまでを表記している。

※※「住所」については、出典により複数の記述が確認される場合、（）で併記している。

氏名 呼称(出典内) 居住地 生年 没年 所属（組合） 師匠 弟子 出典

1 MR 大館村 1823～1824（文政6～7） 84歳没 No.5 9

2 KK 巫女 馬喰町（十六日町） 1850～1851（嘉永3～4） 1909（明治42） NO.42
No.13
No.6
名称不明（故）

5,6

3 IS イタコ、巫女 十一日町 1866～1867（慶応2～3） 2,7

4 S 巫女 新井田 1868（明治元） No.42 6

5 MY イタコ 湊町 1879～1880（明治12～13） No.1 9,12

6 IS イダコ、巫女 総門町（新荒町） 1884～1885（明治17～18） 故 三八盲女信仰会 No.2

TY
IS
No.51
TM
KT
HM
SR
他十人ほど

510,11,15

7 SH イタコ 湊町（虎渡） 1885～1886（明治18～19） 5,9

8 OF イタコ 二十六日町 1885～1886（明治18～19）
三八盲女信仰会
（会長）

5,8,9,15

9 MM イタコ、巫女 尻内町（町組町） 1888（明治16） 1959（昭和34） 三八盲女信仰会 No.49 No.22 1,5,14,15

10 ST イタコ 糠塚（北糠塚） 1889～1900（明治32～33） 三八盲女信仰会 9,15

11 KF イタコ 湊町 1889～1900（明治32～33） 故 NT 10,13

12 KY イタコ 小中野町 1890～1891（明治23～24） 三八盲女信仰会 No.45 5,9,12,15

13 NS イタコ、巫女 廿六日町塚（北糖塚） 1891（明治24） 1959（昭和34） 三八盲女信仰会 No.2

No.19
No.32
AS
No.24

2,4,5,6,11,12,15

14 KY イタコ 稲荷町 1891～1892（明治24～25） 三八盲女信仰会 9,15

15 IY イタコ 小中野町 1892～1893（明治25～26） 9

16 KK イタコ 小中野町 1894～1895（明治27～28） 三八盲女信仰会 OT 9,12,15

17 NK イタコ 1900～1901（明治33～34） 13

18 TU イタコ 八太郎 1907～1908（明治40～41） 三八盲女信仰会 8,13,15

19 TM イダッコ 中居林（鮫） 1910（明治43） 三八盲女信仰会 No.13 複数 5,11,15

20 TT イタコ 1913～1914（大正2～3） 13

21 SR イタコ、目明き 新湊（津波のため転居） 1921（大正10） 廃業 孫ばあさん（なしの記載も） 10,13

22 KF イタコ 尻内町 1925（大正14） 1990（平成2） No.9 13

23 HF イタコ 1925～1926（大正14～昭和元） 13

24 NM 巫女 中居林 1926～1927（大正15～昭和2） No.13 2,5

25 FR イタコ 1927～1928（昭和2～3） 9

26 KN イダッコ 長苗代 1928（昭和3） No.47 11

27 OM イタコ 尻内町 1933（昭和8） 休業中 HM 1人 10,11,13

28 MH 1972（昭和47） 活動中 HM

29 Y 巫女 有り 3

30 YI 巫女 舘村 故 三八盲女信仰会 1,15

31 MS 舘村 三八盲女信仰会 15

32 HT No.13 5

33 FF 巫女 4

34 AK 白銀 三八盲女信仰会 15

35 HT 白銀 三八盲女信仰会 15

36 NH 下組町 三八盲女信仰会 15

37 NR 巫女 新荒町 1934（昭和9） 3

38 NS 豊崎村 三八盲女信仰会 複数 15

39 TT 八戸 複数 5

40 T 湊川口 No.49 1

41 TH 稲荷町 三八盲女信仰会 5,15

42 T 巫女 鳥屋部町
No.2
No.4

5

43 TS 小中野町 三八盲女信仰会 15

44 D 巫女 MI 6

45 ST 市川村 No.12 9

46 SH 巫女 2

47 SN 田面木 三八盲女信仰会 No.26 11,15

48 SF 下大工町 三八盲女信仰会 5,15

49 S 巫女 在家堤 故

「五戸にゐるの」
「八幡にゐるの」
No.9
KU（成巫せず）

2,4

50 G 巫女 3

51 KN イダッコ 大舘村（鮫） 三八盲女信仰会 No.6 11,15

52 KM 舘村 三八盲女信仰会 5,15

53 K 巫女 No.49 1

54 KN 白銀 三八盲女信仰会 5,15

55 OI 上長苗代村尻内 三八盲女信仰会 15

56 OM 巫女 是川 故 SY（登切） 3

57 IS 吹上 三八盲女信仰会 15

58 IF 巫女 鍛治町 故 3

59 IY 巫女 大舘村 三八盲女信仰会 1,15

60 IT イタコ 八戸市 12

61 AH 巫女 4
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【表1-1】八戸市（南郷を除く）でこれまでに確認されているイタコ一覧（2015 .6現在）

出典

１．小井川「おしらさまの話」(1936)

２．小井川「おしらさまの鈴の音」(1951)

３．小井川「盲人から聞いた話」(1951)

４．小井川『おしらさま勧請記』(1950)

５．小井川「いたこの伝承」(1953)

６．小井川「根城すゑ巫女聞書」(1960)

７．中道「イタコ・おかみん・ボサマ」（1927）

８．高杉「青森県の口寄せ巫女探訪」（1968）

９．石津「東北の巫俗採訪覚え書（１）」（1969）

１０．東北学院大「恐山のイタコ」（1971）

１１．石川「口寄せ巫女の伝承」（1974）

１２．岡田重精「東北の巫女」（1977）

１３．観光資源保護財団編『さいはての霊場恐山』（1977）

１４．櫻庭・小山「青森県南部地方巫女習俗調査（第二次報告）」（2007）

１５．『三八盲女信仰会々則』

※個人情報保護の観点から、氏名はイニシャル（姓、名前の順。または判別している名称の頭文字）、住所は大字レヴェルまでを表記している。

※※「住所」については、出典により複数の記述が確認される場合、（）で併記している。

氏名 呼称(出典内) 居住地 生年 没年 所属（組合） 師匠 弟子 出典

1 MR 大館村 1823～1824（文政6～7） 84歳没 No.5 9

2 KK 巫女 馬喰町（十六日町） 1850～1851（嘉永3～4） 1909（明治42） NO.42
No.13
No.6
名称不明（故）

5,6

3 IS イタコ、巫女 十一日町 1866～1867（慶応2～3） 2,7

4 S 巫女 新井田 1868（明治元） No.42 6

5 MY イタコ 湊町 1879～1880（明治12～13） No.1 9,12

6 IS イダコ、巫女 総門町（新荒町） 1884～1885（明治17～18） 故 三八盲女信仰会 No.2

TY
IS
No.51
TM
KT
HM
SR
他十人ほど

510,11,15

7 SH イタコ 湊町（虎渡） 1885～1886（明治18～19） 5,9

8 OF イタコ 二十六日町 1885～1886（明治18～19）
三八盲女信仰会
（会長）

5,8,9,15

9 MM イタコ、巫女 尻内町（町組町） 1888（明治16） 1959（昭和34） 三八盲女信仰会 No.49 No.22 1,5,14,15

10 ST イタコ 糠塚（北糠塚） 1889～1900（明治32～33） 三八盲女信仰会 9,15

11 KF イタコ 湊町 1889～1900（明治32～33） 故 NT 10,13

12 KY イタコ 小中野町 1890～1891（明治23～24） 三八盲女信仰会 No.45 5,9,12,15

13 NS イタコ、巫女 廿六日町塚（北糖塚） 1891（明治24） 1959（昭和34） 三八盲女信仰会 No.2

No.19
No.32
AS
No.24

2,4,5,6,11,12,15

14 KY イタコ 稲荷町 1891～1892（明治24～25） 三八盲女信仰会 9,15

15 IY イタコ 小中野町 1892～1893（明治25～26） 9

16 KK イタコ 小中野町 1894～1895（明治27～28） 三八盲女信仰会 OT 9,12,15

17 NK イタコ 1900～1901（明治33～34） 13

18 TU イタコ 八太郎 1907～1908（明治40～41） 三八盲女信仰会 8,13,15

19 TM イダッコ 中居林（鮫） 1910（明治43） 三八盲女信仰会 No.13 複数 5,11,15

20 TT イタコ 1913～1914（大正2～3） 13

21 SR イタコ、目明き 新湊（津波のため転居） 1921（大正10） 廃業 孫ばあさん（なしの記載も） 10,13

22 KF イタコ 尻内町 1925（大正14） 1990（平成2） No.9 13

23 HF イタコ 1925～1926（大正14～昭和元） 13

24 NM 巫女 中居林 1926～1927（大正15～昭和2） No.13 2,5

25 FR イタコ 1927～1928（昭和2～3） 9

26 KN イダッコ 長苗代 1928（昭和3） No.47 11

27 OM イタコ 尻内町 1933（昭和8） 休業中 HM 1人 10,11,13

28 MH 1972（昭和47） 活動中 HM

29 Y 巫女 有り 3

30 YI 巫女 舘村 故 三八盲女信仰会 1,15

31 MS 舘村 三八盲女信仰会 15

32 HT No.13 5

33 FF 巫女 4

34 AK 白銀 三八盲女信仰会 15

35 HT 白銀 三八盲女信仰会 15

36 NH 下組町 三八盲女信仰会 15

37 NR 巫女 新荒町 1934（昭和9） 3

38 NS 豊崎村 三八盲女信仰会 複数 15

39 TT 八戸 複数 5

40 T 湊川口 No.49 1

41 TH 稲荷町 三八盲女信仰会 5,15

42 T 巫女 鳥屋部町
No.2
No.4

5

43 TS 小中野町 三八盲女信仰会 15

44 D 巫女 MI 6

45 ST 市川村 No.12 9

46 SH 巫女 2

47 SN 田面木 三八盲女信仰会 No.26 11,15

48 SF 下大工町 三八盲女信仰会 5,15

49 S 巫女 在家堤 故

「五戸にゐるの」
「八幡にゐるの」
No.9
KU（成巫せず）

2,4

50 G 巫女 3

51 KN イダッコ 大舘村（鮫） 三八盲女信仰会 No.6 11,15

52 KM 舘村 三八盲女信仰会 5,15

53 K 巫女 No.49 1

54 KN 白銀 三八盲女信仰会 5,15

55 OI 上長苗代村尻内 三八盲女信仰会 15

56 OM 巫女 是川 故 SY（登切） 3

57 IS 吹上 三八盲女信仰会 15

58 IF 巫女 鍛治町 故 3

59 IY 巫女 大舘村 三八盲女信仰会 1,15

60 IT イタコ 八戸市 12

61 AH 巫女 4
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氏
名
の
判
然
と
し
た
と
こ
ろ
で
六
一
名
の
イ
タ
コ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
鈴
木
の
確
認
し
た
数
よ
り
も
三
一
名
ほ
ど
増
加
し
た
。
た
だ
し
、
限
ら
れ
た
情
報
よ

り
判
別
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
前
述
の
基
準
で
は
「
イ
タ
コ
」
と
見
な
さ
れ
な
い
巫
者
の
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
は
否
め
な
い
。 

生
年
の
判
明
し
た
者
で
最
も
生
ま
れ
の
早
い
イ
タ
コ
は
、
文
政
年
間
の
生
ま
れ
で
あ
る
（N

o
.
1

）
。
ま
た
、
嘉
永
年
間
の
生
ま
れ
の
イ
タ
コ
（N

o
.
2

）
に
は

師
匠
（N

o
.
4
2

）
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
た
め
、
イ
タ
コ
の
存
在
は
更
に
年
代
を
遡
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
イ
タ
コ
の
特
に
多
い
地
域
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
が
、
近
世
末
か
ら
現
在
ま
で
の
約
二
〇
〇
年
間
に
、
一
つ
の
地
域
で
約
六
〇
名
も
の
イ
タ
コ
が
活
動
し
、
師
資
相
承
で
文
化
を
繋
い
で
き
た
事
実
に
は
驚

か
さ
れ
る
。
師
弟
関
係
の
系
譜
を
最
も
長
く
追
え
る
の
は

N
o
.
4
2

に
始
ま
る
系
譜
で
あ
り
、
嘉
永
年
間
を
遡
る
第
一
世
代
か
ら
、
現
在
活
動
中
の

N
o
.
2
8

を
含

む
第
五
世
代
ま
で
、
そ
の
流
れ
を
跡
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
。 

 

【
第
一
世
代
】N

o
.
4
2
 

 
 

 
 

 
 

 

↓ 

【
第
二
世
代
】N

o
.
2

（
嘉
永
三
～
四
年
生
）
、N

o
.
4

（
明
治
元
年
生
） 

 
 

 
 

 
 

 

↓ 

【
第
三
世
代
】N

o
.
6

（
明
治
一
七
～
一
八
年
生
）
、N

o
.
1
3

（
明
治
二
四
年
生
） 

 
 

 
 

 
 

 

↓ 

【
第
四
世
代
】
Ｈ
Ｍ
（
南
郷
村
中
野
、
大
正
一
五
年
生
）
、N

o
.
5
1

、
他
多
数 

 
 

 
 

 
 

 

↓ 

【
第
五
世
代
】N

o
.
2
7

（
昭
和
八
年
生
）
、N

o
.
2
8

（
昭
和
四
七
年
生
）
、
Ｈ
Ｋ
（
三
戸
郡
田
子
町
、
昭
和
四
四
年
生
） 

 

 

師
弟
か
ら
成
る
〝
縦
の
繋
が
り
〟
以
外
に
、
イ
タ
コ
に
は
同
業
者
同
士
で
構
成
さ
れ
る
〝
横
の
繋
が
り
〟
も
存
在
す
る
。
こ
れ
は
商
売
を
営
む
に
あ
た
っ
て

一
定
の
取
決
め
を
設
け
た
同
業
者
組
合
の
こ
と
で
、
当
地
で
機
能
し
た
組
合
と
し
て
は
、
戦
前
に
結
成
さ
れ
た
「
三
八
盲
女
信
仰
会
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
桜
井
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徳
太
郎
に
よ
れ
ば
、
イ
タ
コ
の
商
売
が
盛
ん
だ
っ
た
頃
は
「
八
戸
組
」「
三
戸
組
」「
七
戸
組
」「
三
本
木
組
」
と
い
う
よ
う
に
、
よ
り
小
規
模
な
地
区
ご
と
に
組

合
が
設
け
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
戦
中
に
あ
っ
た
「
宗
教
関
係
者
の
教
団
や
組
織
を
大
同
団
結
さ
せ
て
新
し
く
編
成
す
る
動
き
」
の
刺
戟
を
受
け
、
小
地
域
ご

と
の
イ
タ
コ
仲
間
を
ま
と
め
て
結
成
さ
れ
た
組
合
が
「
三
八
盲
女
信
仰
会
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
１
８

。
な
お
、
「
三
八
」
と
は
三
戸
郡
と
八
戸
市
の
総
称
に
他

な
ら
な
い
。 

石
田
山
光
龍
寺
に
納
め
ら
れ
る
根
城
す
ゑ
巫
女
の
遺
品
に
は
、
一
九
四
三
年
（
昭
和
一
八
）
五
月
九
日
付
の
「
三
八
盲
女
信
仰
會
々
則
」
が
含
ま
れ
て
お
り
、

本
紙
に
は
三
八
地
区
の
イ
タ
コ
計
四
三
名
（
旧
八
戸
市
在
住
の
者
は
二
六
名
）
の
署
名
お
よ
び
住
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
先
学
に
よ
っ
て
戦
時
期
に
は
口
寄

せ
に
対
す
る
需
要
が
高
ま
っ
た
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
１
９

、
特
定
の
地
域
に
お
い
て
共
時
的
に
四
三
名
の
イ
タ
コ
が
巫
業
を
営
ん
で
い
た
状
況
か
ら
考

え
て
、
や
は
り
こ
の
時
期
は
イ
タ
コ
の
活
動
が
非
常
に
活
発
で
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

 

と
は
言
え
、
社
会
の
変
化
と
共
に
イ
タ
コ
を
職
業
と
し
て
選
択
す
る
者
が
減
少
し
た
結
果
、
一
九
八
〇
年
代
頃
か
ら
後
継
者
不
足
が
深
刻
化
し
、
イ
タ
コ
は

減
少
の
一
途
を
辿
っ
た
。
一
六
年
前
に
鈴
木
が
行
っ
た
調
査
で
は
一
二
名
の
者
が
活
動
中
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
五
年
現
在
、
そ
の
数
は
僅
か
一
名
（N

o
.
2
8

）

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
者
を
含
め
、
青
森
県
下
で
活
動
中
の
イ
タ
コ
は
、
論
者
の
把
握
す
る
限
り
で
三
名
（
こ
の
他
、
休
業
中
が
二
名
）
に
過
ぎ
な
い
。 

 

第
二
節 

「
大
衆
文
化
」
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
に
つ
い
て 

  

イ
タ
コ
と
い
う
東
北
の
地
に
長
ら
く
根
を
下
ろ
し
て
き
た
文
化
は
、
現
在
、
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。
し
か
し
、
他
地
域
の
口
寄
せ
巫
女
が
早
々
に
姿

を
消
し
て
い
た
事
実
に
鑑
み
れ
ば
、
近
世
の
面
影
を
色
濃
く
残
し
、
か
つ
福
祉
の
機
能
を
担
っ
て
き
た
よ
う
な
宗
教
的
職
能
者
の
今
な
お
残
る
状
況
の
方
が
、

む
し
ろ
特
異
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
の
北
と
南
に
巫
俗
の
残
存
し
て
き
た
理
由
に
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
イ
タ
コ
に
関
し
て

言
え
ば
、
そ
の
〝
延
命
〟
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
寄
与
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。 

 

先
の
大
戦
が
も
た
ら
し
た
「
口
寄
せ
」
需
要
の
高
ま
り
を
背
景
に
、
イ
タ
コ
は
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
も
際
立
っ
た
活
躍
を
見
せ
た
。
地
域
社
会
に
溶
け
込
ん

で
し
ま
え
ば
把
握
の
難
し
い
民
間
巫
者
で
あ
る
と
は
言
え
、
彼
ら
の
活
動
は
寺
社
で
行
わ
れ
る
「
イ
タ
コ
マ
チ
」
に
よ
っ
て
表
面
化
の
機
会
を
得
て
お
り
、
一
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九
五
〇
年
代
に
は
そ
う
し
た
イ
タ
コ
マ
チ
の
盛
況
ぶ
り
を
地
元
の
新
聞
社
が
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
地
域
の
文
脈
で
は
「
昔
な
が
ら
の
習
俗
」
程

度
の
意
味
合
い
し
か
持
ち
得
な
か
っ
た
イ
タ
コ
の
文
化
は
、
口
寄
せ
巫
女
が
も
は
や
身
近
な
存
在
で
な
く
な
っ
た
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
は
、「
他
者
」
の
「
奇

習
」
な
い
し
「
異
文
化
」
の
価
値
を
も
っ
て
迎
え
入
れ
ら
れ
る
代
物
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
マ
ス
コ
ミ
が
飛
び
つ
い
た
の
は
当
然
の
成
り
行
き

で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

斯
く
し
て
、
イ
タ
コ
の
存
在
は
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
一
連
の
表
象
行
為
を
通
じ
、「
大
衆
」
の
認
知
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
だ
が
、
そ
う
し
た
知
名
度

の
源
泉
で
あ
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
イ
タ
コ
の
姿
を
〝
そ
の
ま
ま
〟
伝
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
繰
り
返
し
と
な
る
が
、
マ
ス
・
メ

デ
ィ
ア
が
映
し
出
す
〝
現
実
〟
と
は
、
あ
く
ま
で
特
定
の
立
場
か
ら
構
成
さ
れ
た
〝
現
実
〟
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
る
表
象
レ
ヴ
ェ
ル
の
文
化
領
域
を
「
大
衆
文
化
」
と
規
定
す
る
な
ら
ば
、
大
衆
文
化
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
と
、
民
俗
文
化
と
し
て
の
イ
タ
コ
の
在
り
様

と
の
間
に
は
、
表
象
行
為
の
特
性
に
基
づ
き
、
何
ら
か
の
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
そ
の
「
ズ
レ
」
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の

か
。
こ
こ
で
は
、
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
民
俗
文
化
の
表
象
」
と
い
う
操
作
の
内
実
を
確
認
し
、
「
大
衆
文
化
」
と
「
民
俗
文
化
」
と
の
関
係
性
を
明
確
化

す
る
こ
と
で
、
《
イ
タ
コ
》
を
分
析
す
る
に
際
し
て
の
視
点
を
確
保
し
た
い
。 

な
お
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
受
容
者
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
「
大
衆
」
の
語
に
は
、
極
め
て
受
動
的
で
操
作
さ
れ
や
す
い
存
在
と
想
定
さ
れ
て
き
た
経
緯
が

認
め
ら
れ
る
が
２
０

、
ホ
ー
ル
の
理
論
を
参
照
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
論
は
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
「
受
け
手
」
を
、
自
ら
の
コ
ー
ド
に
従
っ
て
表
象
を
読

み
解
く
、
能
動
的
な
解
釈
の
主
体
と
捉
え
て
い
る
。
ゆ
え
に
、「
大
衆
文
化
」
の
使
用
に
あ
た
っ
て
も
、
そ
の
担
い
手
で
あ
る
「
大
衆
」
に
対
し
て
は
「
不
特
定

多
数
の
能
動
的
な
解
釈
主
体
」
と
い
う
規
定
を
適
用
し
て
お
き
た
い
。 

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
文
化
表
象
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
地
域
を
扱
う
諸
学
に
お
い
て
議
論
が
活
発
化
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
英
米
系
の
人
類
学

で
は
一
九
九
〇
年
代
頃
か
ら
「
メ
デ
ィ
ア
人
類
学
」
が
学
問
領
域
の
中
に
一
定
の
地
位
を
築
く
よ
う
に
な
り
２
１

、
こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
て
、『
文
化
人
類
学
』

第
六
九
号
（
二
〇
〇
四
年
）
で
は
「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
・
人
類
学
・
異
文
化
表
象
」
と
題
し
た
特
集
が
組
ま
れ
て
い
る
。
本
誌
で
メ
デ
ィ
ア
人
類
学
の
検
討
を
行

っ
た
原
知
章
は
、
自
著
『
民
俗
文
化
の
現
在
―
沖
縄
・
与
那
国
島
の
「
民
俗
」
へ
の
ま
な
ざ
し
―
』
（
二
〇
〇
〇
年
）
に
お
い
て
、
既
に
民
俗
文
化
と
「
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
や
商
品
を
媒
介
と
し
て
形
成
さ
れ
る
文
化
の
領
域
」
２
２

で
あ
る
「
大
衆
文
化
」
と
の
関
係
に
光
を
当
て
て
い
た
。
現
代
社
会
に
お
け
る
「
文
化
」
の
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特
徴
を
、
複
数
の
文
化
領
域
と
の
相
互
連
関
に
見
出
す
原
は
、
特
定
地
域
へ
の
帰
属
と
文
化
的
な
自
律
性
を
前
提
と
す
る
従
来
の
「
民
俗
文
化
」
概
念
が
、
当

該
文
化
の
「
現
在
」
を
上
手
く
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
問
題
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
提
示
さ
れ
た
の
が
、
メ
デ
ィ
ア
に
媒
介
さ
れ
た
「
象

徴
」
お
よ
び
「
意
味
」
の
社
会
的
生
産
・
流
通
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
「
文
化
」
、
す
な
わ
ち
「
文
化
的
プ
ロ
セ
ス

c
u

ltu
r
a

l 
p

r
o

c
e

s
s
e

s

」
と
い
う
視
座
で
、

本
書
で
は
先
述
の
「
大
衆
文
化
」
を
含
む
三
つ
の
文
化
領
域
と
の
相
互
交
渉
の
中
に
民
俗
文
化
の
把
握
を
試
み
て
い
る
。 

一
方
、
民
俗
学
の
領
域
で
は
、
「
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
」
の
概
念
が
表
象
の
次
元
を
対
象
化
し
て
い
る
。
ハ
ン
ス
・
モ
ー
ザ
ー
が
提
唱
し
、
ヘ
ル
マ
ン
・
バ

ウ
ジ
ン
ガ
ー
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
た
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
の
概
念
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
西
ド
イ
ツ
の
民
俗
学
界
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
以
降
、
各
国
に
波
及
し
、

日
本
で
は
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
に
「
現
代
」
を
主
題
化
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
概
念
が
照

射
す
る
民
俗
文
化
の
現
代
性
と
は
、「
伝
承
が
伝
承
と
し
て
意
識
さ
れ
る
」
と
い
う
〝
他
者
〟
や
〝
外
部
〟
と
密
接
な
関
わ
り
を
有
し
た
自
己
言
及
性
で
あ
る
２
３

。 

提
唱
者
達
の
説
明
に
依
拠
し
た
場
合
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
は
「
〈
セ
カ
ン
ド
・
ハ
ン
ド
に
よ
る
民
俗
文
化
の
継
受
と
演
出
〉
」
あ
る
い
は
「
民
俗
的
な
文
化

物
象
が
〈
本
来
そ
れ
が
定
着
し
て
い
た
場
所
の
外
で
、
新
し
い
機
能
を
も
ち
、
新
し
い
目
的
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
〉
」
２
４

と
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、

含
蓄
の
あ
る
当
該
概
念
の
射
程
は
広
く
、
こ
れ
が
各
人
の
戦
略
に
応
じ
た
多
様
な
対
象
へ
の
活
用
を
可
能
に
す
る
と
同
時
に
、
厳
密
な
定
義
を
困
難
に
し
て
い

る
こ
と
は
、
『
日
本
民
俗
学
』
第
二
三
六
号
（
二
〇
〇
三
年
）
の
「
〈
特
集
〉
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
」
で
な
さ
れ
た
「
人
々
が
民
俗
文
化
要
素
を
「
流
用
」
し
、

表
面
的
部
分
の
み
を
保
存
す
る
「
書
き
割
り
的
」
な
演
出
や
、
伝
統
ら
し
さ
を
自
ら
振
る
舞
う
こ
と
で
、
都
会
か
ら
訪
れ
た
観
光
客
な
ど
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
や

欲
望
を
満
た
す
よ
う
な
状
況
や
現
象
を
指
示
す
る
と
同
時
に
、
都
市
に
暮
ら
す
現
代
人
が
な
ぜ
、
こ
う
し
た
素
朴
さ
に
惹
か
れ
る
の
か
を
も
問
い
掛
け
る
枠
組

み
」
２
５

と
い
う
便
宜
上
の
定
義
に
も
見
て
取
れ
よ
う
。 

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
民
俗
表
象
の
問
題
は
そ
う
し
た
数
あ
る
主
題
の
一
つ
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
国
内
で
は
、
前
掲
の
特
集
で
「
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム

と
メ
デ
ィ
ア
表
象
」
を
論
じ
た
川
村
清
志
が
際
立
っ
た
成
果
を
挙
げ
て
い
る
２
６

。
川
村
の
研
究
は
表
象
の
在
り
様
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
「
受
容
」
の
局
面
に
も

踏
み
込
む
も
の
で
あ
る
が
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
に
限
っ
て
言
及
す
れ
ば
、
メ
デ
ィ
ア
表
象
と
実
態
と
の
ズ
レ
、
そ
し
て
発
信
者
を
異
に
し
た
表
象
間
の
ズ
レ

の
検
証
を
も
っ
て
、「
そ
も
そ
も
「
民
俗
」
な
る
も
の
に
本
質
や
実
体
な
ど
存
在
せ
ず
、
メ
デ
ィ
ア
の
表
象
に
よ
っ
て
「
民
俗
」
は
、
そ
の
属
性
そ
の
も
の
が
再

構
成
さ
れ
て
い
る
可
能
性
」
２
７

を
指
摘
し
、
「
「
民
俗
」
が
想
起
さ
れ
、
名
指
し
さ
れ
る
場
の
力
学
の
全
て
」
２
８

を
対
象
と
す
る
視
座
と
し
て
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
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ズ
ム
の
立
て
直
し
を
図
っ
て
い
る
。 

以
上
に
述
べ
て
き
た
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
民
俗
文
化
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
成
立
背
景
に
起
因
す
る
視
点
や
枠
組
み
の
差
異
こ
そ
あ
れ
、
い
ず
れ
も
民
俗
文
化

が
直
面
す
る
〝
あ
る
状
況
〟
を
指
し
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、「
地
域
」
と
は
異
な
る
領
域
で
形
成
さ
れ
た
種
々
の
シ
ス
テ
ム
な
い
し
文
脈
と
の

接
触
と
、
そ
の
接
触
に
よ
っ
て
生
じ
る
脱
地
域
化
で
あ
る
。
現
代
を
近
代
の
も
た
ら
し
た
帰
結
の
徹
底
化
さ
れ
た
社
会
（
ハ
イ
モ
ダ
ニ
テ
ィ
／
レ
イ
ト
モ
ダ
ニ

テ
ィ
）
と
位
置
付
け
る
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
は
、
近
代
を
特
徴
付
け
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
一
つ
に
「
社
会
関
係
を
相
互
行
為
の
ロ
ー
カ
ル
な
脈
絡
か
ら
「
引

き
離
し
」
、
時
空
間
の
無
限
の
拡
が
り
の
な
か
に
再
構
築
す
る
」
２
９

と
い
う
「
脱
埋
め
込
み
」
を
挙
げ
て
い
た
。
民
俗
文
化
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
ま
さ
し
く

こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
相
当
し
て
い
る
。
ギ
デ
ン
ズ
の
理
論
を
踏
ま
え
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
「
脱
埋
め
込
み
」
を
も
た
ら
す
近
代
的
シ
ス
テ
ム
の
一
種
と
解

す
る
場
合
、
そ
こ
に
生
起
す
る
表
象
と
い
う
営
為
は
、
客
体
を
従
来
の
ロ
ー
カ
ル
な
文
脈
よ
り
離
脱
さ
せ
、
断
片
化
す
る
と
同
時
に
、
空
間
的
な
束
縛
を
伴
わ

な
い
、
新
た
な
文
脈
の
も
と
に
再
配
置
す
る
操
作
と
し
て
定
位
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。 

こ
う
し
た
操
作
の
産
物
で
あ
る
表
象
（
像
、
イ
メ
ー
ジ
）
と
客
体
と
な
る
民
俗
文
化
と
の
間
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
ズ
レ
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

一
つ
は
、
対
象
の
再
文
脈
化
に
依
拠
す
る
ズ
レ
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
し
て
は
飯
田
卓
の
議
論
が
示
唆
に
富
む
。
映
像
作
品
と
フ
ィ
ー
ル
ド
研
究
と
の
共
通
点

を
論
じ
る
飯
田
は
、
撮
影
地
／
調
査
地
か
ら
情
報
を
脱
文
脈
化
さ
せ
、
視
聴
者
／
読
者
の
あ
い
だ
（
流
通
の
文
脈
）
で
再
文
脈
化
さ
せ
る
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
実

践
の
特
徴
、
な
ら
び
に
再
文
脈
化
に
伴
う
新
た
な
意
味
の
発
生
を
指
摘
し
て
い
る
３
０

。
こ
の
知
見
を
本
論
の
問
題
に
引
き
寄
せ
て
述
べ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
地

域
の
文
脈
か
ら
離
脱
し
た
《
民
俗
》
に
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
用
意
し
た
文
脈
の
獲
得
に
伴
い
、
従
来
と
は
異
な
る
意
味
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
こ
で
言
う
「
意
味
」
と
は
、
客
体
に
付
与
さ
れ
る
「
レ
ッ
テ
ル
」
や
「
価
値
」
の
意
に
違
わ
な
い
。 

も
う
一
つ
は
、
前
掲
の
「
再
文
脈
化
」
に
先
行
し
て
生
じ
る
、
表
象
対
象
の
選
択
に
伴
う
ズ
レ
で
あ
る
。
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
に
よ
る
異
文
化
表
象
を
考
察
し

た
南
真
木
人
の
「
何
か
を
表
現
す
る
（
切
り
取
る
）
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
を
表
現
し
な
い
（
切
り
捨
て
る
）
こ
と
と
同
義
で
あ
る
」
３
１

と
い
う
言
葉
は
、
こ

の
ズ
レ
の
本
質
を
突
い
て
い
る
。
対
象
の
選
択
は
、
対
象
以
外
の
側
面
を
捨
象
す
る
行
為
に
等
し
い
。
つ
ま
り
、
意
図
が
存
在
す
る
か
否
か
に
拘
ら
ず
、
表
象

と
は
、
基
本
的
に
何
ら
か
の
隠
蔽
の
上
に
成
立
す
る
代
物
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
部
分
的
な
事
実
が
全
体
を
代
表
す
る
、
と
い
っ
た
事
態
が
起
こ
り
得

る
の
で
あ
る
。 
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大
衆
文
化
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
と
、
民
俗
文
化
と
し
て
の
イ
タ
コ
と
の
間
に
介
在
す
る
だ
ろ
う
「
ズ
レ
」
と
は
、
他
な
ら
な
い
、
こ
の
二
つ
の
ズ
レ
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、《
イ
タ
コ
》
を
分
析
す
る
際
の
視
点
は
自
ず
と
決
ま
っ
て
く
る
。
①
《
イ
タ
コ
》
が
民
俗
文
化
と
し
て
の
イ
タ
コ
の
い
か
な
る
部
分

を
焦
点
化
し
、
い
か
な
る
部
分
を
捨
象
な
い
し
後
景
化
し
て
い
る
の
か
。
②
《
イ
タ
コ
》
が
客
体
を
い
か
な
る
文
脈
に
置
き
、
い
か
な
る
意
味
を
付
与
し
て
い

る
の
か
。
こ
の
二
点
を
分
析
視
座
に
据
え
、
次
章
よ
り
大
衆
文
化
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
の
具
体
相
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。 
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１ 

桜
井
徳
太
郎
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム 

下
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
、
ま
え
が
き
一
頁
。 

２ 

東
北
地
方
に
お
け
る
「
口
寄
せ
巫
女
」
の
分
布
に
関
し
て
は
、
桜
井
徳
太
郎
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム 

上
巻
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
）
、
石
川
純

一
郎
「
巫
女
の
伝
承
文
芸 

東
北
日
本
」
（
五
来
重
・
桜
井
徳
太
郎
・
大
島
建
彦
・
宮
田
登
編
『
講
座
日
本
の
民
俗
宗
教 

七
』
弘
文
堂
、
一
九
七
九
年
）
、
烏

兎
沼
宏
之
「
「
オ
ナ
カ
マ
」
考
―
神
子
と
瞽
女
の
関
連
に
つ
い
て
―
」
（
『
東
北
学
』v
o

l.2

、
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
。 

３ 

菅
江
真
澄
「
委
波
氐
廼
夜
麼
」
、
秋
田
叢
書
刊
行
会
編
『
秋
田
叢
書 

別
集 

菅
江
真
澄
集
第
五
』
秋
田
叢
書
刊
行
会
、
一
九
三
二
年
、
一
七
五
頁
。 

 

４ 

イ
タ
コ
と
カ
ミ
サ
マ
の
違
い
に
つ
い
て
は
桜
井
を
始
め
、
楠
正
弘
、
江
田
絹
子
、
高
松
敬
吉
な
ど
が
子
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
相
違
点
の
詳
細
は
、
以

下
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
江
田
絹
子
「
津
軽
の
ゴ
ミ
ソ
」
（
和
歌
森
太
郎
編
『
津
軽
の
民
俗
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年
）
、
桜
井
徳
太
郎
「
津
軽
イ
タ

コ
と
巫
俗
」（
同
）
、
楠
正
弘
「
ゴ
ミ
ソ
信
仰
と
イ
タ
コ
信
仰
（

Ⅰ
）
―
津
軽
の
宗
教
―
」（
『
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告 

別
巻
』
第
一
〇
号
、
一
九
七
八
年
）
、

高
松
敬
吉
『
巫
俗
と
他
界
観
に
関
す
る
民
俗
学
的
研
究
―
下
北
半
島
の
民
間
信
仰
―
』
（
伝
統
と
現
代
社
、
一
九
八
三
年
）
。 

５ 

池
上
良
正
「
津
軽
赤
倉
信
仰
覚
書
―
ゴ
ミ
ソ
系
カ
ミ
サ
マ
の
活
動
を
中
心
に
―
」
、
『
文
経
論
叢 

人
文
学
科
篇
』
第
四
号
、
一
九
八
四
年
、
二
頁
。 

６ 

桜
井
徳
太
郎
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム 

上
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
、
八
九
―
九
〇
頁
。 

７ 

二
〇
一
五
年
三
月
八
日
に
Ｙ
家
で
行
わ
れ
た
オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
、
な
ら
び
に
二
〇
一
四
年
三
月
二
二
―
二
四
日
に
イ
タ
コ
Ｎ
Ｔ
の
自
宅
で
行
わ
れ
た
口
寄
せ

巫
儀
の
実
見
は
、
い
ず
れ
も
福
島
県
立
博
物
館
の
佐
治
靖
先
生
の
ご
厚
意
に
よ
っ
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
貴
重
な
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
佐
治
先
生
に

心
よ
り
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。 

８ 

文
化
庁
文
化
財
保
護
部
編
『
民
俗
資
料
選
集
１
５
（
巫
女
の
習
俗
２ 

青
森
県
）
』
（
国
土
地
理
協
会
、
一
九
八
六
年
、
一
三
頁
）
な
ど
。 

９ 

例
え
ば
、
桜
井
徳
太
郎
は
下
北
地
方
の
巫
俗
を
例
に
、
次
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
（
桜
井
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム 

上
巻
』
一
三

九
‐
一
四
一
頁
）
。 

①
「
招
霊
を
う
け
た
こ
と
に
対
す
る
ホ
ト
ケ
の
謝
辞
」 

②
「
死
後
よ
り
現
在
に
い
た
る
ホ
ト
ケ
の
境
遇
、
あ
る
い
は
心
境
の
披
瀝
」 

③
「
生
前
に
お
け
る
交
情
親
愛
の
さ
ま
を
回
想
」 

④
「
遺
族
・
知
友
な
ど
の
生
存
者
に
種
々
の
希
望
を
の
べ
、
そ
の
実
現
方
を
要
望
す
る
」 

⑤
「
生
存
者
の
運
命
を
予
託
し
、
そ
れ
に
対
す
る
注
意
を
喚
起
す
る
」 

⑥
「
最
後
に
訣
別
の
挨
拶
を
述
べ
て
別
離
す
る
」 

１
０ 

石
川
純
一
郎
「
口
寄
せ
巫
女
の
伝
承
―
八
戸
市
周
辺
の
場
合
―
」（
『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
四
号
、
一
九
七
四
年
）
、
佐
治
靖
「
イ
タ

コ
ノ
ク
チ
ヨ
セ
―
口
寄
せ
巫
儀
を
め
ぐ
る
異
界
観
―
」（
小
松
和
彦
還
暦
記
念
論
集
刊
行
会
『
日
本
文
化
の
人
類
学
／
異
文
化
の
民
俗
学
』
法
藏
館
、
二
〇
〇
八

年
）
、
中
山
一
郎
監
修
・
小
島
美
子
・
薦
田
治
子
・
沢
井
邦
之
・
角
美
弥
子
・
中
山
一
郎
編
『
イ
タ
コ
中
村
タ
ケ
』
（
ア
ド
・
ポ
ポ
ロ
、
二
〇
一
三
年
）
。 

１
１ 

佐
治
「
イ
タ
コ
ノ
ク
チ
ヨ
セ
―
口
寄
せ
巫
儀
を
め
ぐ
る
異
界
観
―
」
、
二
八
六
―
二
九
〇
頁
。 

１
２ 

佐
治
「
イ
タ
コ
ノ
ク
チ
ヨ
セ
―
口
寄
せ
巫
儀
を
め
ぐ
る
異
界
観
―
」
、
二
八
七
頁
。 

１
３ 

小
林
栄
「
イ
タ
コ
と
祭
り
」
、
『
神
學
研
究
』
第
一
七
号
、
一
九
六
九
年
。 

１
４ 

佐
治
「
イ
タ
コ
ノ
ク
チ
ヨ
セ
―
口
寄
せ
巫
儀
を
め
ぐ
る
異
界
観
―
」
、
二
八
八
頁
。 

１
５ 

懸
田
克
躬
・
渋
谷
百
合
子
・
前
田
栄
振
・
中
村
民
男
・
田
島
臣
子
・
三
井
金
吾
「
東
北
地
方
に
お
け
る
シ
ヤ
マ
ニ
ズ
ム
の
社
会
精
神
医
学
的
研
究
」
、
『
順
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天
堂
医
学
雑
誌
』
第
五
巻
第
三
号
、
一
九
五
九
年
。 

１
６ 
中
村
民
男
「
青
森
県
に
お
け
る
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
社
会
精
神
医
学
的
研
究
―
イ
タ
コ
と
類
似
者
の
比
較
―
」
、『
順
天
堂
医
学
雑
誌
』
第
七
巻
特
別
号
（
２
）
、

一
九
六
一
年
。 

１
７ 

鈴
木
岩
弓
「
南
部
地
方
の
巫
俗
」
、
青
森
県
史
編
さ
ん
民
俗
部
会
編
『
青
森
県
史 

民
俗
編 

資
料
南
部
』
青
森
県
、
二
〇
〇
一
年
、
三
五
二
‐
三
五
七
頁
）
。 

１
８ 

桜
井
徳
太
郎
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム 

上
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
、
二
七
一
・
二
八
四
頁
。 

１
９ 

池
上
良
正
『
民
間
巫
者
信
仰
の
研
究
―
宗
教
学
の
視
点
か
ら
―
』
未
来
社
、
一
九
九
九
年
、
二
三
一
頁
。 

２
０ 

「
大
衆
文
化
」
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
は
、
ド
ミ
ニ
ク
・
ス
ト
リ
チ
ナ
、
渡
辺
潤
・
伊
藤
明
己
訳
『
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
文
化
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』

（
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
。 

２
１ 

原
知
章
「
メ
デ
ィ
ア
人
類
学
の
射
程
」
、
『
文
化
人
類
学
』
第
六
九
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
四
年
。 

２
２ 

原
知
章
『
民
俗
文
化
の
現
在
―
沖
縄
・
与
那
国
島
の
「
民
俗
」
へ
の
ま
な
ざ
し
―
』
同
成
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
頁
。 

２
３ 

「
特
集
に
あ
た
っ
て
」
、
『
日
本
民
俗
学
』
第
二
三
六
号
、
二
〇
〇
三
年
、
二
頁
。
門
田
岳
久
「
日
常
／
生
活
の
な
か
の
宗
教
―
〈
民
俗
〉
を
越
え
て
―
」
、

高
橋
典
史
・
塚
田
穂
高
・
岡
本
亮
輔
編
『
宗
教
と
社
会
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
―
宗
教
社
会
学
か
ら
み
る
現
代
日
本
―
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
一
三
五
頁
。 

２
４ 

河
野
眞
「
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
の
生
成
風
景
―
概
念
の
原
産
地
へ
の
探
訪
か
ら
―
」
、
『
日
本
民
俗
学
』
第
二
三
六
号
、
二
〇
〇
三
年
、
四
頁
。 

２
５ 

「
特
集
に
あ
た
っ
て
」
、
『
日
本
民
俗
学
』
第
二
三
六
号
、
二
〇
〇
三
年
、
一
頁
。 

２
６

川
村
清
志
「
映
像
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
「
民
俗
」
の
表
象
と
そ
の
受
容
―
―
石
川
県
鳳
至
郡
門
前
町
七
浦
地
区
を
中
心
と
し
て
―
―
」（
『
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
研
究
報
告
』
第
九
一
集
、
二
〇
〇
一
年
）
、
同
「
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
と
メ
デ
ィ
ア
表
象
―
石
川
県
門
前
町
皆
月
の
山
王
祭
り
を
事
例
と
し
て
―
」（
『
日
本

民
俗
学
（
特
集
〈
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
〉
）
』
日
本
民
俗
学
会
、
二
〇
〇
三
年
）
、
同
「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
見
る
「
民
俗
文
化
」
の
位
相
―
『
皆
月
青
年
会
』
と
『
大

蔵
谷
獅
子
舞
保
存
会
』
を
中
心
に
―
」
（
『
比
較
文
化
論
叢
』
第
一
六
号
、
二
〇
〇
五
年
）
等
。 

２
７ 

川
村
「
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
と
メ
デ
ィ
ア
表
象
―
石
川
県
門
前
町
皆
月
の
山
王
祭
り
を
事
例
と
し
て
―
」
、
一
六
八
頁
。 

２
８ 

川
村
「
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
と
メ
デ
ィ
ア
表
象
―
石
川
県
門
前
町
皆
月
の
山
王
祭
り
を
事
例
と
し
て
―
」
、
一
五
六
頁
。 

２
９ 

ギ
デ
ン
ズ
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
著 

松
尾
精
文
・
小
幡
正
敏
訳
『
近
代
と
は
い
か
な
る
時
代
か
？
―
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
帰
結
―
』
而
立
書
房
、
一
九
九
三
年
、
三

五
‐
三
六
頁
。 

３
０ 

飯
田
卓
「
電
子
メ
デ
ィ
ア
を
飼
い
な
ら
す
」
、
飯
田
卓
、
原
知
章
編
『
電
子
メ
デ
ィ
ア
を
飼
い
な
ら
す
―
異
文
化
を
橋
渡
す
フ
ィ
ー
ル
ド
研
究
の
視
座
』

せ
り
か
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
一
二
‐
一
三
頁
。 

３
１ 

南
真
木
人
「
海
外
情
報
型
ク
イ
ズ
番
組
と
人
類
学
―
『
世
界
ウ
ル
ル
ン
滞
在
記
』
を
事
例
と
し
て
」
、
飯
田
、
原
編
『
電
子
メ
デ
ィ
ア
を
飼
い
な
ら
す
』
、

六
五
頁
。 
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第
二
章 

《
イ
タ
コ
》
の
登
場
と
ブ
ー
ム
の
到
来
―
一
九
五
〇
年
代
‐
六
〇
年
代
― 

 

第
一
節 

問
題
の
所
在 

  

第
二
章
、
第
三
章
、
第
四
章
、
第
五
章
で
は
、
活
字
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
《
イ
タ
コ
》
の
具
体
相
を
通
時
的
に
確
認
し
て
い
く
。
分
析
対
象
と
し
た
媒
体
は

新
聞
と
雑
誌
の
二
種
で
、
前
者
は
『
朝
日
新
聞
』
と
『
読
売
新
聞
』
、
後
者
は
「
大
宅
壮
一
文
庫
」
の
所
蔵
雑
誌
を
扱
っ
た
。 

 

大
衆
文
化
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
に
は
、
そ
の
動
向
か
ら
、
次
の
四
つ
の
時
代
区
分
を
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。 

①
黎
明
期
：
一
九
五
〇
年
代 

②
発
展
期
：
一
九
六
〇
年
代 

③
転
換
期
：
一
九
七
〇
年
代
‐
一
九
八
〇
年
代 

④
拡
散
期
：
一
九
九
〇
年
代
以
降 

 

表
象
の
分
析
は
こ
れ
ら
の
時
代
区
分
ご
と
に
行
う
も
の
と
し
、
本
章
で
は
「
前
史
と
し
て
の
戦
前
」
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
「
黎
明
期
（
一
九
五
〇
年
代
）
」

と
「
発
展
期
（
一
九
六
〇
年
代
）
」
と
い
う
、
密
接
に
結
び
付
い
た
二
つ
の
期
間
を
扱
っ
て
い
く
。 

 

な
お
、
引
用
文
中
に
は
今
日
か
ら
見
る
と
不
適
切
な
表
現
が
あ
る
が
、
学
術
的
な
価
値
を
顧
み
、
本
研
究
で
は
原
文
の
ま
ま
と
し
て
い
る
。 

 

第
二
節 

活
字
メ
デ
ィ
ア
に
見
る
《
口
寄
せ
巫
女
》
―
前
史
と
し
て
の
戦
前
― 

  

先
に
区
分
し
た
よ
う
に
、《
イ
タ
コ
》
が
活
字
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
し
始
め
た
の
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
口
寄
せ
巫
女
」
と
い
う
よ
り

大
き
な
枠
組
み
に
注
目
し
た
場
合
、
そ
の
登
場
は
戦
前
の
活
字
メ
デ
ィ
ア
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
戦
後
に
生
じ
た
《
イ
タ
コ
》
の

登
場
を
よ
り
的
確
に
捉
え
る
た
め
に
は
、
戦
前
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
《
口
寄
せ
巫
女
》
の
姿
を
確
認
し
、
そ
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
て
お
く
必
要
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が
あ
る
だ
ろ
う
。 

国
家
主
導
の
も
と
に
宗
教
統
制
が
行
わ
れ
た
戦
前
に
お
い
て
、
口
寄
せ
巫
女
を
は
じ
め
と
し
た
民
間
の
宗
教
者
と
い
う
存
在
は
弾
圧
の
対
象
で
あ
っ
た
。
明

治
政
府
に
よ
る
民
間
宗
教
者
の
統
制
を
跡
付
け
た
川
村
邦
光
に
よ
れ
ば
、
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）
と
そ
の
翌
年
、
政
府
は
宗
教
活
動
に
よ
る
「
人
民
の
眩
惑
」

と
「
医
薬
の
差
し
止
め
」
を
禁
じ
る
布
達
を
教
部
省
よ
り
出
し
て
お
り
、
そ
の
後
、
刑
法
で
罰
則
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
事
項
は
「
犯
罪
」
と
位

置
付
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
さ
れ
る
１

。
こ
う
し
た
宗
教
政
策
と
呼
応
す
る
よ
う
に
、
口
寄
せ
巫
女
を
報
じ
る
戦
前
の
記
事
の
多
く
は
、
犯
罪
に
関
連
し
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。 

布
達
に
応
じ
て
警
察
が
動
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
犯
罪
が
ら
み
で
口
寄
せ
巫
女
を
報
じ
る
記
事
は
、
明
治
期
に
集
中
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
巫
女
」「
巫
子
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
『
朝
日
新
聞
』
『
読
売
新
聞
』
の
記
事
を
検
索
し
て
み
る
と
、
創
刊
（
『
朝
日
新
聞
』
は
明
治
一
二
年
、『
読
売
新
聞
』
は
明
治
七
年
）
か
ら
明

治
末
年
ま
で
の
期
間
に
、
口
寄
せ
巫
女
関
連
の
記
事
は
二
四
件
確
認
さ
れ
、
こ
の
う
ち
、
半
数
を
超
え
る
一
四
件
は
刑
事
事
件
に
関
す
る
記
事
と
な
っ
て
い
る
。 

犯
罪
者
と
し
て
の
《
口
寄
せ
巫
女
》
像
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
布
達
の
内
容
を
反
映
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
次
に
挙
げ
る
記
事
①
は
、『
朝
日
新
聞
』

の
中
で
最
も
早
く
に
口
寄
せ
巫
女
を
扱
っ
た
記
事
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
「
人
民
を
眩
惑
す
る
者
」
と
し
て
の
《
口
寄
せ
巫
女
》
像
が
は
っ
き
り
と
映
し
だ
さ
れ

て
い
る
（
以
降
、
引
用
の
表
記
は
論
者
が
全
て
常
用
漢
字
、
現
代
仮
名
に
改
め
、
ル
ビ
は
必
要
な
箇
所
以
外
を
割
愛
す
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
●
は
欠
字
を

示
す
）
。 

 

①
「
梓
の
弓
」
、
『
朝
日
新
聞
（
大
阪
・
朝
刊
）
』
一
八
八
六
年
（
明
治
一
九
）
一
一
月
一
一
日
付 

京
都
下
京
区
某
町
に
住
む
何
某
（
三
十
八
●
）
と
云
者
に
て
先
に
死
た
る
女
房
お
今
と
云
者
の
口
を
寄
せ
ん
と
去
月
廿
五
日
葛
野
郡
平
野
村
の
巫
女
お
何

（
京
都
に
て
是
を
平
野
巫
子
と
云
ふ
）
の
許
へ
出
掛
し
も
の
な
る
が
計
ら
ず
巫
女
の
言
に
惑
は
さ
れ
遂
に
後
妻
お
そ
で
を
離
縁
す
る
事
と
な
り
し
よ
り
一

家
に
紛
議
の
生
じ
お
そ
で
は
夫
が
為
去
る
七
日
の
午
後
三
時
頃
我
家
の
雪
隠
に
て
首
を
縊
て
死
た
る 

  

ま
た
、
布
達
を
反
映
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
並
行
し
て
確
認
さ
れ
る
の
は
、「
詐
欺
を
働
く
者
」
と
し
て
の
《
口
寄
せ
巫
女
》
像
で
あ
る
。
そ
れ
を
如
実
に
示
す
の
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が
次
の
②
③
で
あ
り
、
前
者
は
深
川
区
で
「
巫
女

い

ち

こ

」
を
し
て
い
た
者
が
深
川
署
に
取
り
押
さ
え
ら
れ
た
と
い
う
内
容
、
後
者
は
亀
戸
の
「
巫
女

い

ち

こ

」
が
小
松
川
署

に
捕
え
ら
れ
た
と
い
う
内
容
と
な
っ
て
い
る
。 

 

②
「
巫
女

い

ち

こ

の
口
車
」
、
『
朝
日
新
聞
（
東
京
・
朝
刊
）
』
一
八
九
八
年
（
明
治
三
一
）
八
月
八
日
付 

都
会
は
反
て
據
幣
家
お
ほ
く
往
々
斯
る
手
に
載
せ
ら
る
る
な
り
山
形
市
蝋
燭
町
の
佐
竹
み
と
（
三
十
二
）
と
い
ふ
は
（
中
略
）
先
年
よ
り
巫
女
と
な
り
是

れ
を
内
職
と
な
し
居
り
て
先
頃
よ
り
深
川
区
富
川
町
三
十
一
番
地
の
安
宿
上
総
屋
方
に
止
宿
し
て
界
隈
の
愚
夫
愚
婦
を
欺
瞞
し
居
り
（
中
略
）
中
村
さ
よ

の
招
き
に
応
じ
て
赴
き
し
所
同
人
は
本
年
の
二
月
中
夫
が
病
死
な
し
け
れ
ば
其
口
寄
の
依
頼
に
応
じ
種
々
の
偽
言
を
並
べ
し
末
死
人
の
着
て
居
り
し
衣
類

さ
へ
あ
れ
ば
夫
れ
に
祈
祷
し
て
写
真
を
撮
り
得
る
法
あ
り
と
真
し
や
か
に
欺
き
て
お
さ
よ
よ
り
同
人
の
亡
夫
の
衣
類
二
点
を
受
取
り
し
が
其
後
何
の
返
事

も
な
き
に
お
さ
よ
は
大
に
不
審
を
起
し
居
る
と
の
事
を
早
く
も
深
川
署
の
刑
事
が
聞
込
み
厳
し
く
探
偵
せ
し
処
同
人
は
猶
此
他
に
も
同
様
の
手
段
を
以
て

衣
類
又
は
金
銭
を
詐
取
せ
し
事
判
然
し
け
れ 

 

③
「
巫い

ち

女こ

捕
わ
る
」
、
『
朝
日
新
聞
（
東
京
・
朝
刊
）
』
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
九
）
一
二
月
五
日 

酒
井
き
く
（
五
十
七
）
は
内
々
巫
女
を
家
業
と
し
愚
昧
の
者
を
相
手
に
詐
欺
を
働
き
居
た
る
が
（
中
略
）
長
井
せ
い
（
三
十
）
よ
り
口
寄
せ
其
他
供
物
料

と
称
し
金
七
円
四
十
一
銭
を
詐
取
し
た
る
こ
と
発
覚
し
一
昨
日
小
松
川
署
の
手
に
捕
わ
れ
た
り 

 

「
都
会
は
反
て
據
幣
家
お
お
く
」
「
先
年
よ
り
巫
女
と
な
り
是
れ
を
内
職
と
な
し
」
「
内
々
巫
女
を
家
業
と
し
」
と
い
っ
た
表
現
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、

《
口
寄
せ
巫
女
》
を
「
詐
欺
を
働
く
者
」
と
す
る
記
事
に
特
徴
的
な
の
は
、
「
巫
女
＝
職
業
」
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
巫
女
」
は
「
詐
欺
」
を
職
業

と
す
る
「
詐
欺
師
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
巫
業
の
神
秘
性
と
い
っ
た
も
の
は
完
全
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
最
も
端
的
に
示
す

の
は
、
亀
戸
町
の
「
巫
女

い

ち

こ

」
五
名
が
小
松
川
警
察
署
に
召
喚
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
、
記
事
④
の
冒
頭
部
分
で
あ
ろ
う
。 
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④
「
巫
女

い

ち

こ

の
大
恐
慌 

多
分
滅
亡
す
べ
し
」
（
抜
粋
）
、
『
朝
日
新
聞
（
東
京
・
朝
刊
）
』
一
九
〇
八
年
（
明
治
四
一
）
一
〇
月
三
一
日
付 

寄
り
来
る
は
来
る
は
世
の
愚
ど
も
が
寄
り
来
る
は
と
腹
の
中
に
笑
い
な
が
ら
口
寄
せ
し
て
世
に
亡
き
人
を
寄
せ
我
身
に
仏
が
乗
移
り
た
り
と
て
過
去
現
在

未
来
を
口
か
ら
出
任
せ
に
饒
舌
り
立
て
て
迷
信
家
を
瞞
着
す
る
巫
女
な
る
も
の 

 

「
犯
罪
者
」
と
し
て
《
口
寄
せ
巫
女
》
を
報
じ
る
記
事
で
気
に
な
る
の
は
、
被
害
者
に
あ
た
る
巫
業
の
依
頼
者
に
与
え
ら
れ
た
表
現
で
あ
る
。「
迷
信
家
」（
④
）
、

「
愚
夫
愚
婦
」
（
②
）
、
「
愚
昧
の
者
」
（
③
）
、
「
今
の
世
に
も
猶
右
等
の
如
き
巫
女
の
言
を
信
じ
一
家
に
騒
ぎ
を
惹
起
す
も
の
あ
る
は
沙
汰
の
限
り
と
や
云
は
ま

し
」（
①
）
と
い
っ
た
、
被
害
者
を
馬
鹿
に
す
る
か
の
よ
う
な
こ
れ
ら
の
表
現
が
示
唆
す
る
の
は
、
近
代
国
家
に
相
応
し
い
「
啓
蒙
化
さ
れ
た
国
民
」
で
は
な
い
、

「
愚
か
者
」
の
み
が
信
じ
る
「
迷
信
」
と
し
て
の
《
口
寄
せ
巫
女
》
像
で
あ
る
。
犯
罪
者
と
し
て
報
じ
て
い
な
い
記
事
の
場
合
で
も
、
基
本
的
に
《
口
寄
せ
巫

女
》
は
「
悪
し
き
も
の
」
「
ば
か
ば
か
し
い
も
の
」
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
同
様
の
像
を
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
。 

川
村
は
、
先
の
教
部
省
布
達
の
背
後
に
「
巫
女
や
祈
祷
師
と
い
っ
た
民
間
の
宗
教
家
の
活
動
が
「
人
民
の
眩
惑
」「
医
薬
の
妨
害
」
と
な
る
〝
迷
信
〟
で
あ
る

と
す
る
、
文
明
開
化
期
の
啓
蒙
主
義
的
な
解
釈
が
伏
在
し
て
い
た
」
２

と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
啓
蒙
」
を
掲
げ
る
明
治
政
府
が
民
間
宗
教
者
を
排
除
す

べ
き
「
迷
信
」
と
位
置
づ
け
た
こ
と
で
、
戦
前
の
《
口
寄
せ
巫
女
》
は
「
犯
罪
」
と
い
う
法
的
拘
束
力
を
伴
っ
た
「
迷
信
」
と
し
て
、
負
の
レ
ッ
テ
ル
の
も
と

に
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。 

だ
が
、
そ
ん
な
彼
ら
に
突
如
と
し
て
転
機
が
訪
れ
る
。
そ
れ
は
一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三
）
に
始
ま
る
「
千
里
眼
」
の
流
行
と
、
こ
れ
に
伴
う
心
霊
学
へ
の

注
目
で
あ
る
。
千
里
眼
と
い
う
現
象
の
説
明
原
理
と
し
て
持
ち
上
げ
ら
れ
た
心
霊
学
が
過
去
へ
と
目
を
向
け
、
既
存
の
事
象
を
再
解
釈
し
て
い
っ
た
こ
と
で
、

口
寄
せ
巫
女
は
従
来
の
評
価
を
覆
す
チ
ャ
ン
ス
を
得
た
の
で
あ
る
。 

例
え
ば
、
新
聞
各
紙
が
心
霊
学
を
こ
ぞ
っ
て
取
り
上
げ
始
め
た
一
九
一
〇
年
一
〇
月
、『
朝
日
新
聞
』
で
は
長
梧
子
が
「
神
通
力
の
研
究
」
の
連
載
を
開
始
し

て
い
る
。
そ
の
第
四
回
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。 

 

日
本
に
於
て
も
平
安
朝
時
代
に
早
く
も
巫
子
の
口
寄
せ
と
云
う
者
が
あ
つ
て
一
種
の
降
神
術
が
行
は
れ
た
、（
中
略
）
近
世
科
学
の
進
歩
と
共
に
斯
く
の
如
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き
は
何
れ
も
迷
信
と
し
て
認
め
ら
れ
少
し
学
問
あ
る
人
々
は
殆
ん
ど
之
を
口
に
す
る
さ
へ
恥
づ
る
様
に
な
つ
た
、（
中
略
）
吾
人
も
嘗
て
降
神
術
或
は
口
寄

せ
其
他
之
に
類
す
る
神
通
力
に
関
し
て
書
物
で
知
り
或
は
人
の
話
を
聞
い
た
時
は
唯
有
り
得
べ
き
こ
と
と
信
ず
る
の
み
で
あ
っ
た
が
近
来
種
々
の
事
実
を

見
聞
す
る
に
及
ん
で
深
く
研
究
す
可
き
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
３ 

 

一
柳
廣
孝
に
よ
れ
ば
、
千
里
眼
が
流
行
す
る
中
で
、
心
霊
学
は
「
「
科
学
」
で
は
説
明
不
可
能
な
現
象
を
説
明
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
注
目
さ
れ
、

「
新
科
学
」
の
装
い
を
も
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
４

。
つ
ま
り
、
心
霊
学
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
で
、
口
寄
せ
巫
女
は
「
科
学
」
と
い
う
、
政
府
公
認
の
知

識
体
系
の
下
に
生
ま
れ
変
わ
る
機
会
を
得
た
こ
と
に
な
ろ
う
。 

し
か
し
な
が
ら
、
千
里
眼
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
科
学
」
の
枠
組
み
を
拡
大
し
、
心
霊
学
を
そ
の
中
に
位
置
付
け
る
よ
う
な
方
向
に
は
作
用

し
な
か
っ
た
。
一
連
の
論
争
は
、
む
し
ろ
「
科
学
」
と
「
そ
う
で
な
い
も
の
」
と
の
境
界
を
明
確
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
心
霊
学
は
「
疑
似

科
学
」
と
し
て
「
迷
信
」
の
名
の
も
と
に
封
印
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。 

千
里
眼
事
件
の
後
に
も
、
《
口
寄
せ
巫
女
》
を
新
た
な
角
度
か
ら
捉
え
直
そ
う
と
す
る
動
き
は
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
民
俗
学
的
視
点
の
流
入
で
あ
る
。
秋
葉
隆

に
よ
る
中
山
太
郎
『
日
本
巫
女
史
』
の
書
評
（
『
朝
日
新
聞
』
一
九
三
〇
年
五
月
九
日
付
）
や
、
大
間
知
篤
三
「
八
丈
島
（
三
）
巫
女
様
」
（
『
朝
日
新
聞
』
一
九

三
八
年
九
月
二
六
日
付
）
、
ま
た
学
者
以
外
に
書
か
れ
た
も
の
で
も
「
女
性
を
め
ぐ
る
迷
信
グ
ロ
テ
ス
ク
（
９
）
千
人
に
踏
ま
せ
た
人
骨
が
巫
女
の
守
り
本
尊
！
」

（
『
読
売
新
聞
』
一
九
三
一
年
一
二
月
九
日
付
）
な
ど
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
民
俗
学
的
な
観
点
か
ら
《
口
寄
せ
巫
女
》
を
価
値
付
け
る
記
事
が
散
見
さ
れ
た
。

だ
が
、
こ
う
し
た
萌
芽
も
戦
局
の
悪
化
に
摘
み
取
ら
れ
、
一
九
三
八
年
以
降
、
《
口
寄
せ
巫
女
》
を
扱
っ
た
記
事
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。 

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
《
イ
タ
コ
》
が
活
字
メ
デ
ィ
ア
に
姿
を
現
し
た
の
は
、
終
戦
か
ら
ま
だ
日
の
浅
い
、
一
九
五
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ

は
、
一
九
六
〇
年
代
の
「
《
イ
タ
コ
》
ブ
ー
ム
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
状
況
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
戦
後
の
大
衆
文
化
に
い
ち
早
く
登
場
し
、
抜
群
の
知
名
度
を
誇

っ
た
口
寄
せ
巫
女
、
そ
れ
が
《
イ
タ
コ
》
で
あ
っ
た
。
宗
教
統
制
が
無
く
な
っ
た
世
に
再
び
現
れ
た
《
口
寄
せ
巫
女
》
と
は
、
一
体
い
か
な
る
価
値
を
負
う
存

在
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
こ
で
選
ば
れ
た
口
寄
せ
巫
女
と
は
、
な
ぜ
イ
タ
コ
だ
っ
た
の
か
。
こ
う
し
た
疑
問
を
念
頭
に
、
次
節
か
ら
《
イ
タ
コ
》
の
具
体
相
を
確

認
し
て
い
き
た
い
。 
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第
三
節 

《
イ
タ
コ
》
の
登
場
―
一
九
五
〇
年
代
の
「
日
本
再
発
見
」
― 

 

１ 

雑
誌
『
旅
』
に
よ
る
「
秘
境
」
の
発
見 

 

《
イ
タ
コ
》
が
登
場
し
始
め
た
一
九
五
〇
年
代
は
、《
イ
タ
コ
》
の
認
知
度
が
一
気
に
高
ま
る
一
九
六
〇
年
代
を
前
に
し
た
、
い
わ
ば
「
黎
明
期
」
と
い
う
位

置
付
け
に
あ
る
。
戦
前
に
も
、
柳
田
国
男
や
中
山
太
郎
な
ど
の
民
俗
学
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
記
事
に
《
イ
タ
コ
》
は
確
認
さ
れ
る
が
５

、
こ
れ
ら
は
現
在
に

連
な
る
戦
後
の
流
れ
に
直
接
関
与
し
な
い
こ
と
か
ら
、
《
イ
タ
コ
》
の
登
場
は
一
九
五
〇
年
代
と
見
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。 

【
表

2
‐

1
】
は
、
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
《
イ
タ
コ
》
に
関
す
る
新
聞
・
雑
誌
記
事
を
一
覧
化
し
た
も
の
で
あ
る
６

。
戦
後
の
記
事
を
対
象
と
し
た
場
合
、

そ
の
初
出
と
な
る
の
は
、
雑
誌
『
旅
』
一
九
五
三
年
一
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
恐
山
の
神
秘
」
【
記
事
番
号

3
】
（
以
下
、
【 

】
内
は
全
て
【
表

2
‐

1
】

の
記
事
番
号
を
示
す
）
で
あ
る
。
『
旅
』
は
一
九
二
四
年
（
大
正
一
三
）
四
月
の
創
刊
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
刊
行
さ
れ
た
旅
行
情
報
誌
で
、
「
旅
行
へ
の
関
心

を
か
き
た
て
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
、
現
在
氾
濫
し
て
い
る
各
種
旅
行
雑
誌
の
草
分
け
」
７

と
評
さ
れ
る
雑
誌
で
あ
っ
た
。 

「
恐
山
の
神
秘
」
は
、
解
説
文
と
八
枚
の
写
真
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
、
二
頁
ほ
ど
の
巻
頭
グ
ラ
ビ
ア
で
あ
る
。
解
説
文
の
書
き
出
し
は
、
当
該
記
事
の
恐

山
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。 

 

恐
山
は
本
州
の
最
北
で
人
に
は
殆
ん
ど
知
ら
れ
ぬ
火
山
地
帯
で
あ
る
。
戦
前
は
大
湊
を
中
心
と
す
る
要
塞
地
帯
が
あ
り
、
何
か
近
寄
り
が
た
い
も
の
を
感

じ
さ
せ
て
い
た
し
、
旅
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
交
通
が
不
便
で
あ
っ
た
。
［
頁
記
載
な
し
］ 

 

『
旅
』
で
は
、
特
定
の
土
地
を
「
秘
境
」
と
し
て
取
り
上
げ
る
試
み
が
度
々
行
わ
れ
、「
恐
山
の
神
秘
」
も
ま
た
、
そ
の
流
れ
に
属
す
る
記
事
と
み
て
間
違
い

な
い
だ
ろ
う
。「
秘
境
」
の
〝
売
り
〟
と
な
る
要
素
は
土
地
の
特
色
に
応
じ
て
異
な
る
が
、
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
ら
れ
た
「
神
秘
」 
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【表2‐1】　《イタコ》関連記事一覧（1969年まで）

番号 年 月 日 件名 雑誌名／新聞名
1 1935 8 巫女と霊魂 歴史公論
2 1941 4 22 こども風土記（18）：力ある言葉 朝日新聞（東京・朝刊）
3 1953 11 恐山の神秘 旅
4 1954 11 一人一湯：恐山 旅
5 1957 2 21 まんず“いだこ”に泣くス　ご存知？津軽名物「霊媒」録音風土記 調査情報
6 1958 7 31 ニュース映画評：秀逸「日共大会」（読売）と「恐山参り」（朝日） 読売新聞（夕刊）
7 1958 8 1 ニュース映画：見ものカメラ・ルポ二つ 朝日新聞（東京・夕刊）
8 1958 8 3 わたくしたちの伝説（26）：青森県　下北の恐山 読売新聞（朝刊）
9 1959 5 本州最北端の火山風景 旅
10 1960 4 巫女の集う恐山の妖気 旅
11 1960 8 14 死霊を呼び出す恐山の巫女 週刊現代
12 1960 8 31 テレビ週評：意外に魅力が薄い　ローマ・オリンピック開会式 読売新聞（朝刊）
13 1960 10 新日本探訪（10）：三途川の向う岸 オール読物
14 1960 10 恐山の巫女市 オール読物
15 1960 12 歴史のある社会探訪：巫女が呼ぶ恐山の地獄極楽 歴史読本
16 1961 6 グラビア：妖気ただよう恐山 旅
17 1961 7 30 おんな百景　死霊を招くミコ 週刊読売
18 1961 8 グラビア：:恐山に巫女のあつまる日 旅
19 1961 8 13 女の風雪8：北海の共産村 読売新聞（朝刊）
20 1961 8 19 新居で語る花柳章太郎 読売新聞（夕刊）
21 1962 8 妖気の山頂・恐山の巫女の正体 旅
22 1962 8 24 文化：博徒の笑い・恐山の涙　日常生活の中の“脅威” 読売新聞（夕刊）
23 1963 7 28 宗教：この世とあの世 読売新聞（朝刊）
24 1963 8 11 つらいくやしいなさけない　恐山イタコのまつり 毎日グラフ
25 1963 8 18 風土記’63：恐山 朝日ジャーナル
26 1963 9 9 日劇「秋の踊り」で　松山樹子商業演劇に初振り付け 読売新聞（夕刊）
27 1963 11 9 放送塔：有意義な「下北半島」 読売新聞（朝刊）
28 1964 5 紀行文学賞候補作品1　恐山の夜 旅
29 1964 6 10 効果音に電子音響　石井真木作曲の楽劇「恐山」 朝日新聞（東京・朝刊）
30 1964 7 14 民俗芸能めぐり8：かぐら1 読売新聞（夕刊）
31 1964 8 16 宗教:下北半島のオシラサマ 読売新聞（朝刊）
32 1964 8 21 新日本名所案内（17）：恐山 週刊朝日
33 1964 8 27 ＮＨＫテレビ「恐山宿坊」が完成　芸術祭参加作品の第一号 朝日新聞（東京・夕刊）
34 1964 11 5 岡本太郎著「神秘日本」　祭りに見た民族の心 読売新聞（夕刊）
35 1964 11 7 「恐山宿坊」日本文化の原型を探る“大祭”を舞台に異色ドラマ 朝日新聞（東京・朝刊）
36 1964 11 11 テレビ週評：中途はんぱな突っ込み「失われし時を求めて」 読売新聞（朝刊）
37 1965 7 ローカル発掘19：盲目の老婆・イタコの村 旅

38 1965 7 25 歴史とともに11：下北半島の霊場　恐山の大祭 読売新聞（朝刊）
39 1965 8 25 茶の間席：不思議なイタコ 読売新聞（朝刊）
40 1965 9 17 五所監督、2年ぶり「恐山の女」 読売新聞（夕刊）
41 1965 9 21 松竹「恐山の女」青森ロケで気を吐く五所監督 読売新聞（夕刊）
42 1965 10 9 映画「恐山の女」　東北の霊山を舞台に 朝日新聞（東京・夕刊）
43 1965 10 29 スクリーン特集：恐山の女 読売新聞（夕刊）
44 1965 11 6 にじみでる女のかなしさ　「恐山の女」（松竹作品） 朝日新聞（東京・夕刊）
45 1965 11 21 かくし念仏　信仰の実体に正しい評価を 読売新聞（朝刊）
46 1966 7 21 いずみ 読売新聞（朝刊）
47 1966 8 妖気ただよう恐山から地の果ての奇勝仏ヶ浦へ 旅
48 1967 1 15 今週の祭り　青森県「オシラ遊ばせ」 読売新聞(朝刊)
49 1967 2 11 「恐山のいたこ」実演に人気　うらない展 読売新聞（朝刊）
50 1967 7 16 今週の祭り 読売新聞（朝刊）
51 1967 7 22 ニュースグラフ：死者の声‟百円” 朝日新聞（東京・夕刊）
52 1967 8 2 わが下北行　恐山・仏が浦・尻屋 女性セブン
53 1967 8 13 仏像：地蔵菩薩（青森・恐山） 朝日新聞（東京）
54 1967 8 18 テレビ週評：教えられた“復帰”後の問題 読売新聞（朝刊）
55 1968 1 22 珍しい日本の民俗芸能　国立劇場”さめのかぐら”など紹介 読売新聞（夕刊）
56 1968 3 10 民俗芸能20　おしら遊び 読売新聞(朝刊)
57 1968 3 14 研究ノート：文化の源流ひめるイタコとユタの差 朝日新聞（東京・夕刊）
58 1968 9 11 放送塔：“方言”に神経を使え 読売新聞（朝刊）
59 1969 2 9 宗教：近代化と山村の宗教 読売新聞（朝刊）
60 1969 7 20 恐山の巫女“はやればまねる”というものでない 読売新聞（朝刊）
61 1969 9 森村桂・弥次喜多道中記　8：恐山の巫女が呼んだ亡き父 旅
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写真 2-1 『旅』1953 年 11 月号  

で
あ
る
。
こ
の
「
神
秘
」
を
支
え
る
柱
は
二
つ
あ
る
。 

一
つ
は
、
恐
山
の
有
す
る
ビ
ジ
ュ
ア
ル
で
あ
る
。
当
地
に
広
が
る
風
景
は
「
地
獄
」
と
称
さ
れ

る
よ
う
に
、「
雄
大
」
や
「
美
し
い
」
の
語
で
は
言
い
表
せ
な
い
ほ
ど
イ
ン
パ
ク
ト
が
強
い
。
記
事

が
視
覚
的
効
果
に
目
を
つ
け
て
い
る
こ
と
は
、
巻
頭
グ
ラ
ビ
ア
と
い
う
扱
い
か
ら
も
明
ら
か
だ
。 

掲
載
さ
れ
た
写
真
の
中
に
は
、
一
枚
限
り
で
は
あ
る
も
の
の
、
イ
タ
コ
を
客
体
と
し
た
写
真
が

含
ま
れ
て
い
る
（
写
真

2
‐

1
）
。
写
真
は
死
霊
の
口
寄
せ
を
す
る
《
イ
タ
コ
》
と
、
そ
れ
に
聞

き
入
る
依
頼
者
の
姿
を
切
り
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、「
祭
り
の
日
に
は
巫
子
が
並
ぶ
。
死
者
を
呼
び

出
す
特
殊
技
能
で
商
売
す
る
が
、
老
男
老
女
は
そ
の
前
で
神
妙
に
耳
を
傾
け
る
」
と
い
う
キ
ャ
プ

シ
ョ
ン
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。《
イ
タ
コ
》
は
「
神
秘
的
」
な
恐
山
の
風
景
の
一
部
と
位
置
づ
け
ら

れ
る
こ
と
で
、
ま
さ
に
そ
の
姿
を
〝
現
し
た
〟
と
言
え
よ
う
。 

さ
ら
に
「
神
秘
」
を
支
え
る
二
つ
目
の
柱
と
し
て
は
、
恐
山
の
宗
教
性
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
、

《
イ
タ
コ
》
は
こ
ち
ら
の
文
脈
か
ら
も
記
事
に
上
っ
て
い
る
。
記
事
が
恐
山
の
宗
教
性
を
前
面
に

押
し
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
冒
頭
の
解
説
に
顕
著
で
あ
る
。 

 

こ
こ
は
宇
曽
利
山
と
書
い
た
大
昔
か
ら
、
奥
羽
第
一
の
霊
場
、
信
仰
の
山
で
、
無
数
の
墓
が
湖
畔
に
林
立
し
、
東
北
人
の
信
心
を
一
身
に
荷
つ
て
き
た
と

こ
ろ
、
善
男
善
女
が
七
月
の
祭
日
に
は
五
万
と
集
つ
て
、
死
ん
だ
親
や
祖
先
た
ち
に
逢
う
。 

死
者
に
逢
う
た
め
に
は
、
巫
子
が
い
る
。
こ
の
巫
子
に
志
を
は
ら
え
ば
、
忽
ち
死
者
の
魂
が
乗
り
う
つ
つ
て
、
と
う
と
う
と
過
去
を
喋
り
出
す
。 

そ
こ
で
善
男
善
女
は
泣
き
わ
め
き
、
や
が
て
、
湖
畔
の
三
途
川
、
賽
の
河
原
を
ふ
ん
で
、
感
慨
を
新
た
に
す
る
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
、
前
近
代
的
な
旅

愁
が
こ
こ
に
は
漂
つ
て
い
る
。
［
頁
記
載
な
し
］ 
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こ
こ
で
は
、「
奥
羽
第
一
の
霊
場
」「
信
仰
の
山
」「
東
北
人
の
信
心
を
一
身
に
荷
っ
て
き
た
と
こ
ろ
」
と
い
っ
た
表
現
で
、
恐
山
の
宗
教
性
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
宗
教
性
の
中
核
を
な
す
の
が
「
死
ん
だ
親
や
祖
先
た
ち
に
逢
う
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
死
者
と
の
交
流
で
あ
り
、
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め

の
手
段
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
が
「
巫
子
」
＝
《
イ
タ
コ
》
で
あ
る
。 

活
字
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
《
恐
山
》
の
登
場
は
《
イ
タ
コ
》
の
登
場
に
先
行
し
て
お
り
、
戦
前
ま
で
遡
る
。
戦
前
の
《
恐
山
》
に
お
い
て
も
、
死
者
と
の
交

流
と
い
う
〝
場
〟
の
宗
教
性
に
は
言
及
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
な
か
に
《
イ
タ
コ
》
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
《
イ
タ
コ
》
の
登
場

と
は
、
戦
後
の
流
れ
を
象
徴
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

一
九
五
〇
年
代
に
は
、
《
イ
タ
コ
》
関
連
の
記
事
が
全
部
で
七
件
確
認
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
三
件
は
『
旅
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
「
恐
山
の
神
秘
」
に
続
く

記
事
と
し
て
は
、
一
九
五
四
年
一
一
月
号
の
「
一
人
一
湯
：
恐
山
」
【

4
】
、
一
九
五
九
年
五
月
号
の
「
本
州
最
北
端
の
火
山
風
景
」
【

9
】
が
挙
げ
ら
れ
、
こ

れ
ら
も
ま
た
「
秘
境
」
と
し
て
恐
山
を
取
り
上
げ
た
記
事
と
な
っ
て
い
る
。 

【

4
】
は
、
恐
山
内
に
あ
る
温
泉
を
紹
介
し
た
も
の
で
、
「
秘
境
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
な
い
も
の
の
、
「
夏
期
は
バ
ス
が
あ
っ
た
り
無
か
っ
た
り
、
無
い
と
き

は
ト
ラ
ッ
ク
に
便
乗
さ
せ
て
も
ら
う
」
［
四
九
頁
］
と
い
う
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
「
秘
境
」
の
温
泉
＝
「
秘
湯
」
と
し
て
恐
山
温
泉
を
紹
介
し
た
記
事
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
温
泉
の
あ
る
〝
場
〟
に
言
及
す
る
中
で
、「
仏
の
霊
の
声
を
聞
け
る
と
い
う
の
で
毎
年
七
月
十
八
日
か
ら
一
週
間
の
縁
日
に
は
イ
タ

コ
と
い
う
女
占
師
が
善
男
善
女
の
為
に
霊
媒
の
露
天
を
並
べ
る
の
で
山
は
賑
う
」［
同
頁
］
と
し
て
、《
イ
タ
コ
》
に
触
れ
て
い
る
。
な
お
、「
イ
タ
コ
」
と
い
う

呼
称
は
こ
の
記
事
で
初
め
て
登
場
す
る
の
だ
が
、
呼
称
自
体
の
定
着
は
一
九
六
〇
年
代
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

続
く
【

9
】
は
、
「
山
々
に
か
こ
ま
れ
た
秘
境
と
し
て
、
人
々
に
神
秘
感
を
い
だ
か
せ
る
霊
山
」
［
五
二
頁
］
と
し
て
《
恐
山
》
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
、
こ

こ
で
も
「
信
仰
の
山
」
と
し
て
〝
場
〟
の
宗
教
性
が
述
べ
ら
れ
る
な
か
で
、「
死
者
と
の
会
話
の
口
う
つ
し
や
お
祈
り
な
ど
」
を
す
る
「
巫
女
」
に
触
れ
て
い
る
。 

野
村
典
彦
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
「
日
本
再
発
見
」
の
風
潮
を
生
み
出
し
た
「
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
」
を
論
ず
る
な
か
で
、「
「
日
本
の
古
く
さ
い
」「
忘

れ
ら
れ
た
」
も
の
を
探
す
旅
は
「
秘
境
」
を
探
す
好
奇
心
を
も
活
性
化
さ
せ
て
い
た
」
８

と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
『
旅
』

一
九
七
二
年
八
月
号
の
特
集
「
秘
境
を
求
め
て
」
で
あ
る
。
こ
の
「
秘
境
を
求
め
て
」
は
雑
誌
を
あ
げ
て
の
大
規
模
な
特
集
で
あ
り
、「
秘
境
」
に
対
す
る
関
心

の
高
ま
り
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
は
言
え
、
規
模
の
大
小
を
問
わ
な
け
れ
ば
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
も
、
『
旅
』
に
は
「
秘
境
」
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を
扱
っ
た
記
事
が
数
多
く
確
認
さ
れ
る
９

。 
野
村
は
、
復
興
か
ら
経
済
成
長
期
に
見
ら
れ
た
「
風
土
記
」
の
語
で
地
域
の
「
再
発
見
」
を
試
み
る
書
物
を
例
に
、
一
九
七
〇
年
代
の
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ

パ
ン
が
、
そ
れ
以
前
よ
り
重
ね
ら
れ
て
き
た
、
戦
後
の
日
本
社
会
に
お
け
る
「
日
本
再
発
見
」
の
気
運
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
１
０

。

戦
中
の
休
刊
を
経
て
刊
行
さ
れ
た
、『
旅
』
一
九
四
六
年
一
一
月
号
に
載
せ
ら
れ
た
「
再
刊
の
言
葉
」
が
「
日
本
」
を
強
調
し
て
い
た
よ
う
に
、
一
九
五
〇
年
代

の
「
秘
境
」
記
事
の
根
底
に
あ
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
戦
後
に
始
ま
る
「
日
本
再
発
見
」
の
流
れ
だ
と
思
わ
れ
る
。「
秘
境
」
と
い
う
枠
組
み
を
通
じ
て
恐
山
が

〝
発
見
〟
さ
れ
た
こ
と
で
、
《
イ
タ
コ
》
は
日
本
の
「
古
く
さ
い
も
の
」
「
伝
統
的
な
も
の
」
と
し
て
大
衆
文
化
に
そ
の
姿
を
現
し
た
と
言
え
よ
う
。 

 

２ 

「
楢
山
節
考
」
に
よ
る
「
古
き
日
本
」
へ
の
注
目 

 

《
イ
タ
コ
》
の
黎
明
期
に
お
け
る
第
一
の
潮
流
が
『
旅
』
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
第
二
の
潮
流
と
し
て
は
、
深
沢
七
郎
原
作
の
「
楢
山
節
考
」
が
挙
げ
ら

れ
る
。
一
九
五
〇
年
代
の
《
イ
タ
コ
》
関
連
記
事
で
、
『
旅
』
の
記
事
を
除
い
た
残
り
の
四
件
中
三
件
は
、
こ
の
「
楢
山
節
考
」
を
め
ぐ
る
一
連
の
流
れ
に
位
置

付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

「
楢
山
節
考
」
は
『
中
央
公
論
』
一
九
五
六
年
一
一
月
号
に
発
表
さ
れ
た
深
沢
七
郎
の
小
説
で
、「
姥
捨
て
」
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
物
語
は
、
人
々
を
大
い
に

驚
か
せ
た
と
い
う
。
同
誌
の
第
一
回
新
人
賞
を
受
賞
し
、
本
作
は
「
同
時
に
掲
載
さ
れ
た
「
選
後
評
」
と
と
も
に
戦
後
文
学
に
衝
撃
を
与
え
た
」
１
１

と
評
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
時
に
選
考
委
員
を
務
め
た
の
は
、
伊
藤
整
、
武
田
泰
淳
、
三
島
由
紀
夫
の
三
名
で
あ
っ
た
。 

「
新
人
賞
選
後
評
」
の
中
で
、
伊
藤
は
「
民
俗
学
で
調
べ
て
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
が
材
料
で
、（
中
略
）
こ
の
作
品
を
読
む
と
、
あ
あ
こ
れ
が
ほ
ん

と
う
の
日
本
人
だ
っ
た
と
い
う
感
じ
が
す
る
」
１
２

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
三
島
は
「
こ
わ
さ
の
性
質
は
父
祖
伝
来
貧
し
い
日
本
人
の
持
っ
て
い
る
非
常
に
暗

い
、
い
や
な
記
憶
で
す
よ
ね
」
１
３

と
言
っ
て
怖
が
り
、
武
田
は
「
民
話
の
す
ご
み
」
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
早
く
山
に
登
り
た
が
る
老
婆
の
姿
に
「
人
間
の
美

し
さ
」
を
見
出
し
て
い
る
。 

「
楢
山
節
考
」
と
は
、
人
々
の
目
を
否
応
な
し
に
「
古
き
日
本
」
へ
と
向
け
る
よ
う
な
作
品
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
同
時
に
「
古
き
日
本
」
と
し
て
の
「
民
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俗
」
の
発
見
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
伊
藤
た
ち
の
言
葉
か
ら
も
想
像
に
難
く
な
い
。 

好
評
価
を
得
た
「
楢
山
節
考
」
は
、
発
表
の
翌
年
に
中
央
公
論
社
よ
り
単
行
本
が
刊
行
さ
れ
、
こ
れ
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
る
と
「
「
楢
山
行
き
」
と
い
う
流

行
語
ま
で
生
ま
れ
た
」
１
４

と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
九
五
八
年
に
公
開
さ
れ
た
映
画
も
、
キ
ネ
マ
旬
報
「

58
年
度
ベ
ス
ト
テ
ン
」
の
「
日
本
映
画
」
部
門

で
一
位
を
獲
得
し
た
１
５

。
す
な
わ
ち
、
「
楢
山
節
考
」
の
ヒ
ッ
ト
に
よ
っ
て
、
「
古
き
日
本
」
、
ま
た
「
古
き
日
本
」
と
し
て
の
「
民
俗
」
に
対
す
る
人
々
の
関

心
は
、
確
実
に
高
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
土
壌
の
中
で
登
場
す
る
の
が
、
『
朝
日
新
聞
（
東
京
・
夕
刊
）
』
一
九
五
八
年
八
月
一
日
付
の
「
ニ
ュ
ー
ス
映
画
：
見
も
の
カ
メ
ラ
・
ル
ポ
二
つ
」

【

7
】
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
「
恐
山
ま
い
り
」
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
映
画
に
つ
い
て
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
「
カ
メ
ラ
・
ル
ポ
」
の
語
か
ら
察
す
る
に
、
い
わ

ゆ
る
記
録
映
画
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
記
事
で
は
「
恐
山
ま
い
り
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
解
説
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

 

青
森
県
に
あ
る
恐
山
と
い
う
山
の
地
蔵
祭
り
を
紹
介
し
た
も
の
。
お
山
へ
行
く
の
は
ほ
と
ん
ど
お
ば
あ
さ
ん
。（
中
略
）
そ
の
〝
お
山
ま
い
り
〟
の
姿
を
映

画
『
楢
山
節
考
』
ば
り
に
カ
メ
ラ
が
追
っ
て
い
る
。
こ
こ
が
楢
山
か
―
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
老
女
た
ち
の
表
情
や
泣
き
声
が
真
に
迫
る
。 

 

こ
こ
で
「
お
山
ま
い
り
」
と
呼
ば
れ
る
習
俗
に
対
し
、「
楢
山
節
考
」
に
登
場
す
る
「
楢
山
ま
い
り
」
と
い
う
棄
老
習
俗
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。
映
画
「
楢
山
節
考
」
の
公
開
は
一
九
五
八
年
六
月
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
年
八
月
の
こ
の
記
事
は
そ
の
影
響
を
受
け
て
書
か
れ
た
と
見
ら
れ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
解
説
以
上
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
掲
載
さ
れ
た
写
真

2
‐

2
で
あ
る
。
当
該
記
事
に
は
「
「
恐
山
ま
い
り
」
み
こ
（
巫
子
）
の
表
情
」
の

テ
ロ
ッ
プ
と
共
に
、
見
出
し
に
も
勝
る
大
き
さ
の
《
イ
タ
コ
》
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
解
説
で
は
《
イ
タ
コ
》
に
つ
い
て
一
切
触
れ
て
い
な
い
も
の
の
、

こ
の
写
真
の
存
在
に
よ
り
、
【

7
】
は
非
常
に
大
き
な
視
覚
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
っ
て
《
イ
タ
コ
》
を
伝
え
る
記
事
と
な
っ
て
い
る
。
「
恐
山
ま
い
り
」
に
つ
い

て
は
、
前
日
の
『
読
売
新
聞
（
夕
刊
）
』
で
も
報
じ
ら
れ
（
【

6
】
）
、
テ
ロ
ッ
プ
こ
そ
な
い
が
、
こ
ち
ら
に
も
同
様
の
写
真
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
先
の
「
秘
境
」

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
や
は
り
イ
タ
コ
の
有
す
る
ビ
ジ
ュ
ア
ル
が
、
《
イ
タ
コ
》
の
登
場
に
は
大
き
く
作
用
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

「
恐
山
ま
い
り
」
に
触
発
さ
れ
た
の
か
、
『
読
売
新
聞
』
で
は
そ
れ
か
ら
三
日
後
の
連
載
「
わ
た
く
し
た
ち
の
伝
説
（

26
）
」
【

8
】
で
「
下
北
の
恐
山
」
を



74 

 

 

写真 2-2 『朝日新聞（東京・夕刊）』1958 年 8 月 1 日付  

特
集
し
て
い
る
。「
霊
山
の
〝
楢
山
〟
」
と
い
う
見
出
し
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の

記
事
も
「
楢
山
節
考
」
を
強
く
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
た
。「
東
北
太
平
記
」
に
記
さ
れ
た

恐
山
の
由
来
を
主
題
と
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
記
事
は
、「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
に
泣
く
善

良
な
信
者
」
の
写
真
と
共
に
、「
イ
タ
コ
に
と
っ
て
は
霊
山
」
と
い
う
項
目
が
設
け
ら
れ
る

な
ど
、
随
所
で
イ
タ
コ
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
「
恐
山
」

を
通
じ
た
「
イ
タ
コ
」
へ
の
注
目
と
い
う
道
筋
で
あ
り
、
こ
う
し
た
動
き
が
一
九
六
〇
年

代
の
《
イ
タ
コ
》
ブ
ー
ム
を
先
導
し
て
い
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
だ
が
、「
わ
た
く
し
た
ち
の

伝
説
」
が
《
イ
タ
コ
》
を
「
卑
俗
な
民
間
信
仰
」
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る

よ
う
に
、《
イ
タ
コ
》
の
焦
点
化
と
は
直
ち
に
《
イ
タ
コ
》
の
肯
定
を
意
味
す
る
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
次
節
で
述
べ
た
い
。 

 

第
二
の
潮
流
と
し
て
の
「
楢
山
節
考
」
は
、
そ
の
ヒ
ッ
ト
に
よ
っ
て
人
々
の
「
古
き
日

本
」
へ
の
関
心
を
喚
起
し
た
。「
古
き
日
本
」
へ
の
関
心
は
、
同
時
に
「
古
き
日
本
」
と
し

て
の
「
民
俗
」
へ
の
関
心
を
活
性
化
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
恐
山
ま
い
り
」

と
い
う
習
俗
、
さ
ら
に
は
「
恐
山
」
と
い
う
場
が
〝
発
見
〟
さ
れ
る
こ
と
で
、
《
イ
タ
コ
》

も
ま
た
〝
発
見
〟
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。 

「
楢
山
節
考
」
に
よ
る
「
古
き
日
本
」
へ
の
注
目
と
は
、
第
一
の
潮
流
の
背
景
に
あ
っ
た
「
日
本
再
発
見
」
の
傍
流
に
他
な
ら
な
い
。「
古
き
日
本
」
を
喚
起

す
る
「
楢
山
節
考
」
の
ヒ
ッ
ト
自
体
が
、
日
本
の
「
古
く
さ
い
も
の
」「
伝
統
的
な
も
の
」
の
再
評
価
と
い
う
時
代
の
希
求
を
反
映
し
た
も
の
と
み
る
の
は
、
決

し
て
暴
論
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
《
イ
タ
コ
》
登
場
に
お
け
る
「
楢
山
節
考
」
と
「
秘
境
」
と
い
う
潮
流
の
根
底
に
あ
っ
た
の
は
、
共
に
戦
後
の
日
本
社

会
で
生
じ
た
「
日
本
再
発
見
」
の
気
運
だ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
日
本
の
「
古
く
さ
い
も
の
」「
伝
統
的
な
も
の
」
を
探
す
な
か
で
、
イ
タ
コ
の
ビ
ジ
ュ

ア
ル
と
宗
教
性
は
、
恐
山
の
そ
れ
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
に
魅
力
的
な
も
の
と
し
て
映
っ
た
に
違
い
な
い
。
戦
後
社
会
を
覆
っ
た
欧
米
文
化
や
科
学
に
対
す
る
懐
疑
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の
産
物
が
、
復
興
か
ら
経
済
成
長
期
に
生
じ
た
「
日
本
再
発
見
」
の
動
き
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
な
か
に
登
場
し
た
《
イ
タ
コ
》
と
い
う
存
在
は
、

「
現
代
」
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
の
一
翼
を
担
う
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

ま
た
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、《
イ
タ
コ
》
の
登
場
は
《
恐
山
》
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
時
代
の
求
め
る
魅
力
を
有
し
た
〝
場
〟
の
存
在
こ
そ
が
、

イ
タ
コ
と
い
う
一
地
方
の
口
寄
せ
巫
女
を
「
日
本
の
シ
ャ
ー
マ
ン
」
の
代
表
に
押
し
上
げ
た
最
大
の
要
因
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
地
域
社
会
に
紛
れ
て
し

ま
え
ば
発
見
の
容
易
な
ら
ざ
る
民
間
の
宗
教
者
が
可
視
化
さ
れ
る
に
は
、
開
か
れ
た
固
定
の
〝
場
〟
の
存
在
が
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
結
果
、
《
イ
タ
コ
》

は
「
恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
」
と
い
う
特
定
の
一
局
面
を
切
り
取
る
〝
ま
な
ざ
し
〟
と
し
て
、
大
衆
文
化
の
領
域
に
定
着
す
る
運
び
と
な
っ
た
。 

 

第
四
節 

「
現
代
」
と
の
衝
突
と
文
化
的
価
値
の
創
出
―
一
九
六
〇
年
代
の
《
イ
タ
コ
》
ブ
ー
ム
― 

 

一
九
六
〇
年
代
に
入
る
と
、
《
イ
タ
コ
》
は
そ
の
知
名
度
を
一
気
に
高
め
、
着
実
に
大
衆
文
化
と
し
て
定
着
の
道
を
歩
ん
で
い
っ
た
。
「
黎
明
期
」
を
経
て
、

突
如
《
イ
タ
コ
》
ブ
ー
ム
と
で
も
い
う
べ
き
状
況
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
一
九
五
九
年
に
年
間
一
件
だ
っ
た
記
事
は
、
翌
年
に
は
六
件
ま
で
増
加
し
た
。
五
〇

年
代
の
記
事
の
総
数
が
七
件
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
は
一
年
間
で
過
去
一
〇
年
分
に
匹
敵
す
る
記
事
数
を
記
録
し
た
こ
と
に
な
る
。
六
〇
年
代
を
通
し
た
記
事
に

な
る
と
、
そ
の
総
数
は
五
二
件
に
達
し
て
い
る
。 

「
黎
明
期
」
に
は
《
恐
山
》
の
片
隅
に
登
場
の
機
会
を
得
て
い
た
《
イ
タ
コ
》
だ
っ
た
が
、
六
〇
年
代
に
な
る
と
記
事
の
主
役
自
体
が
《
イ
タ
コ
》
へ
と
変

化
し
始
め
る
。「
現
代
」
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
的
に
も
、「
巫
者
」
と
い
う
存
在
的
に
も
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
有
す
る
《
イ
タ
コ
》
が
、

メ
デ
ィ
ア
の
注
目
を
受
け
た
の
は
当
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、《
イ
タ
コ
》
の
焦
点
化
と
は
、
直
ち
に
《
イ
タ
コ
》
の
肯
定
を
意
味
す
る
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。 

《
イ
タ
コ
》
へ
の
注
目
は
、
必
然
的
に
「
超
自
然
的
領
域
と
の
直
接
交
流
」
と
い
う
民
間
巫
者
の
宗
教
性
を
浮
き
彫
り
に
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
《
イ
タ
コ
》

は
「
古
き
日
本
」
と
い
う
名
の
オ
ブ
ラ
ー
ト
を
剥
が
れ
、「
科
学
」
を
筆
頭
と
す
る
「
現
代
」
と
の
露
骨
な
対
立
関
係
に
入
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
証
明
す
る
か

の
よ
う
に
、
《
イ
タ
コ
》
を
「
現
代
人
」
の
立
場
か
ら
否
定
的
に
捉
え
る
記
事
は
、
記
事
の
主
役
が
《
恐
山
》
か
ら
《
イ
タ
コ
》
へ
と
移
行
し
た
一
九
六
〇
年
代
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初
頭
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
展
開
は
、
「
日
本
再
発
見
」
を
支
え
た
「
現
代
」
に
対
す
る
懐
疑
の
反
動
と
も
受
け
取
れ
よ
う
。 

「
現
代
」
と
の
対
立
で
《
イ
タ
コ
》
に
与
え
ら
れ
た
の
は
、
「
異
様
」「
怪
異
」
「
奇
怪
」
な
ど
の
形
容
で
あ
る
。
六
〇
年
代
前
半
の
記
事
に
は
、
こ
れ
ら
の
表

現
が
目
立
つ
。
だ
が
、
「
異
様
」
と
評
さ
れ
る
《
イ
タ
コ
》
の
宗
教
性
は
、
「
現
代
」
か
ら
み
た
批
判
の
対
象
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
一
方
で
は
「
現
代
人
」
の

好
奇
心
を
く
す
ぐ
る
《
イ
タ
コ
》
の
魅
力
で
も
あ
っ
た
。
『
旅
』
一
九
六
〇
年
四
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
巫
女
の
集
う
恐
山
の
妖
気
」
【

10
】
の
記
述
は
、
そ
れ

を
よ
く
表
し
て
い
る
。 

 

そ
れ
は
自
分
の
理
解
し
が
た
い
不
気
味
な
異
質
の
世
界
に
対
す
る
僕
の
好
奇
心
で
あ
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
異
様
な
背
景
の
中
で
、
職
業
的
巫
女
た
ち
が
、

そ
の
奇
怪
な
ひ
と
り
合
点
的
な
囁
き
を
交
わ
し
合
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
風
土
を
確
か
め
て
み
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
［
一
四
四
頁
］ 

 

「
異
様
」
「
奇
怪
」
の
語
を
被
せ
て
異
郷
の
習
俗
を
「
楽
し
む
」
試
み
は
、
異
国
の
人
跡
未
踏
の
地
に
赴
き
、
そ
こ
に
暮
ら
す
「
原
住
民
」
の
「
奇
習
」
を
求

め
た
、
六
〇
年
代
の
「
《
秘
境
》
ブ
ー
ム
」
を
髣
髴
と
さ
せ
る
。
こ
れ
を
論
じ
た
飯
倉
義
之
は
、「
《
秘
境
》
も
の
」
の
醍
醐
味
を
「
「
未
開
」
の
「
エ
ロ
・
グ
ロ
」

の
「
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
の
追
体
験
、
あ
る
い
は
疑
似
体
験
」
１
６(

15)

と
述
べ
て
い
る
が
、
六
〇
年
代
初
頭
の
《
イ
タ
コ
》
の
場
合
に
も
、「
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
の
「
追

体
験
」
「
疑
似
体
験
」
と
い
う
同
様
の
手
法
が
確
認
さ
れ
る
。
《
イ
タ
コ
》
の
記
事
を
掲
載
し
て
い
た
雑
誌
「
オ
ー
ル
読
物
」
や
「
歴
史
読
本
」
が
「
《
秘
境
》
も

の
」
の
掲
載
紙
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
当
時
の
《
イ
タ
コ
》
の
取
り
上
げ
方
に
、
「
《
秘
境
》
ブ
ー
ム
」
の
影
響
が
あ
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な

い
。 以

上
の
よ
う
な
特
徴
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
こ
こ
で
は
『
週
刊
現
代
』
一
九
六
〇
年
八
月
一
四
日
号
の
「
死
霊
を
呼
び
出
す
恐
山
の
巫
女
」
【

11
】
を
例
と

し
て
取
り
上
げ
た
い
。
当
該
記
事
の
《
イ
タ
コ
》
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
は
、
そ
の
リ
ー
ド
文
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。 

 

本
州
の
北
端
、
青
森
県
下
北
半
島
の
恐
山
に
は
、
毎
年
近
辺
の
巫
女
た
ち
が
集
っ
て
、
死
霊
を
呼
び
、
そ
の
縁
者
に
対
面
さ
せ
る
と
い
う
。
文
明
の
こ
の

世
に
…
…
な
ど
と
云
っ
て
は
い
け
な
い
。
は
た
し
て
こ
の
巫
女
、
霊
媒
た
ち
の
本
体
は
ど
ん
な
も
の
か
。
今
年
も
そ
れ
を
探
求
す
る
た
め
に
幾
人
か
の
科
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学
者
が
こ
の
恐
山
に
登
っ
て
い
っ
た
の
だ
が
…
…
。
［
四
一
頁
］ 

 

つ
ま
り
《
イ
タ
コ
》
と
い
う
未
知
な
る
存
在
を
、
「
科
学
」
と
い
う
見
地
か
ら
「
解
明
」
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
誌
で
「
科
学
者
」
と
し
て
招
か
れ
た
の

は
、
「
心
理
学
者
で
あ
り
、
催
眠
の
研
究
と
共
に
こ
れ
ら
憑
依
現
象
（
神
懸
り
）
の
研
究
に
も
興
味
を
持
つ
」［
四
一
頁
］
成
瀬
悟
策
氏
と
、「
カ
メ
ラ
マ
ン
、
民

俗
学
者
で
巫
女
の
研
究
家
で
も
あ
る
」
（
同
）
芳
賀
日
出
男
氏
で
あ
り
、
こ
の
両
者
が
《
イ
タ
コ
》
を
「
解
明
」
し
て
い
く
こ
と
で
記
事
は
展
開
す
る
。 

「
神
様
出
た
か
出
な
い
か
論
争
」
と
題
さ
れ
た
「
解
明
」
劇
は
、
芳
賀
氏
の
「
だ
が
本
当
を
い
う
と
、
こ
こ
の
巫
女
た
ち
は
、
そ
れ
ほ
ど
立
派
な
も
ん
じ
ゃ

な
い
で
す
よ
。
ま
あ
、
一
種
の
乞
食
で
す
な
」
［
四
二
頁
］
と
い
う
発
言
で
幕
を
開
け
る
。
端
的
に
述
べ
れ
ば
、
芳
賀
氏
の
立
場
と
は
、
「
神
懸
り
」
に
特
有
の

身
体
状
態
が
見
ら
れ
な
い
点
を
論
拠
と
し
て
、《
イ
タ
コ
》
を
批
判
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
対
す
る
成
瀬
氏
は
「
何
度
も
練
習
す
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
顕
著
な

変
化
な
し
に
、
す
ぐ
催
眠
状
態
に
な
る
」
［
四
三
頁
］
と
し
て
、
自
身
の
研
究
す
る
催
眠
の
観
点
か
ら
《
イ
タ
コ
》
の
擁
護
に
ま
わ
っ
て
い
る
。 

こ
の
時
点
で
両
者
の
「
科
学
」
に
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
の
は
明
ら
か
な
の
だ
が
、
こ
れ
に
も
増
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
本
誌
の
想
定
す
る
「
科
学
」
と
芳

賀
氏
・
成
瀬
氏
の
想
定
す
る
「
科
学
」
と
の
ズ
レ
で
あ
る
。
「
は
た
し
て
こ
の
巫
女
た
ち
は
、
本
当
に
死
霊
を
呼
び
だ
す
の
だ
ろ
う
か
」
［
同
頁
］
と
い
う
本
文

中
の
問
い
は
、
記
事
の
想
定
す
る
「
科
学
」
を
最
も
よ
く
表
す
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
と
芳
賀
氏
の
民
俗
学
・
成
瀬
氏
の
心
理
学
と
い
う
足
場
に
大
き

な
ズ
レ
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
だ
が
記
事
は
、
両
者
の
見
解
を
あ
く
ま
で
記
事
の
求
め
る
「
科
学
」
に
置
き
換
え
て
論
を
進
め
て
い
る
。 

そ
の
う
え
で
本
誌
が
支
持
す
る
の
は
、《
イ
タ
コ
》
を
批
判
す
る
芳
賀
氏
の
見
解
で
あ
り
、
擁
護
派
の
成
瀬
氏
の
発
言
に
対
し
て
は
「
こ
れ
は
巫
女
に
と
っ
て

た
い
へ
ん
好
意
的
に
解
釈
し
て
の
こ
と
と
い
え
る
」［
同
頁
］
と
い
う
一
文
が
加
え
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
「
ま
あ
ハ
ッ
キ
リ
云
え
ば
失
望
し

ま
し
た
ね
」［
同
頁
］
と
い
う
同
氏
の
感
想
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
で
、
論
争
は
両
者
が
《
イ
タ
コ
》
否
定
派
に
ま
わ
る
形
で
締
め
く
く
ら
れ
、
紙
上

で
は
そ
の
後
、
芳
賀
氏
の
論
の
補
強
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

本
誌
の
ス
タ
ン
ス
を
察
し
て
か
、
成
瀬
氏
は
最
後
に
「
出
て
来
た
霊
が
本
物
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
本
当
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
」

「
信
仰
と
事
実
を
混
同
す
る
と
話
が
や
や
こ
し
く
な
る
」
［
四
三
頁
］
と
し
て
、
《
イ
タ
コ
》
の
「
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
」
機
能
を
指
摘
し
て
い
る
。
だ
が
「
本
当
に

死
霊
を
呼
び
だ
す
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
の
も
と
で
は
、
こ
う
し
た
「
提
案
」
も
評
価
さ
れ
る
こ
と
な
く
、「
ま
あ
こ
の
辺
が
日
本
の
巫
女
の
限
界
と
い
う
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と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
」
［
同
頁
］
と
切
り
捨
て
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
注
目
と
同
時
に
批
判
の
眼
差
し
に
晒
さ
れ
た
《
イ
タ
コ
》
で
は
あ
っ
た
が
、
変
化
は
遅
か
ら
ず
現
れ
始
め
た
。
例
え
ば
、「
週
刊
読
売
」
一
九

六
一
年
七
月
三
〇
日
号
の
「
お
ん
な
百
景
：
青
森
県
恐
山 

死
霊
を
招
く
ミ
コ
」
【

17
】
で
は
、
《
イ
タ
コ
》
の
集
ま
る
恐
山
の
祭
典
を
「
奇
怪
な
祭
典
」
と
評

し
な
が
ら
も
、「
貧
し
い
か
ら
子
供
が
ふ
え
る
。
不
潔
な
環
境
に
、
多
勢
の
子
供
が
ひ
し
め
い
て
い
る
か
ら
、
子
供
は
早
死
に
し
、
盲
に
な
る
人
も
ふ
え
る
。
こ

の
悲
惨
な
悪
循
環
が
、
イ
タ
コ
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
」［
七
五
頁
］
と
し
て
、
イ
タ
コ
を
取
り
巻
く
地
域
社
会
の
文
脈
か
ら
《
イ
タ
コ
》
の
解
釈
を
試
み
て

い
る
。 

ま
た
、
翌
年
八
月
二
四
日
の
『
読
売
新
聞
（
夕
刊
）
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
博
徒
の
笑
い
・
恐
山
の
涙
」
【

22
】
で
は
、
「
こ
れ
は
迷
信
と
割
り
き
っ
て
片
づ
け

て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
い
な
と
、
帰
っ
て
い
く
お
ば
さ
ん
た
ち
の
顔
を
見
な
が
ら
僕
は
思
っ
た
。
そ
の
ほ
お
は
涙
に
ぬ
れ
て
は
い
る
が
、
意
外
な
く
ら
い
明
る

い
。
（
中
略
）
組
織
に
か
か
わ
ら
な
い
貧
し
い
人
々
の
、
貴
重
な
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
だ
か
ら
こ
そ
、
巫
女
の
語
り
に
真
偽
を
疑
っ
た
り
は
し
な
い
の
で
あ
る
」

と
し
て
、
同
じ
く
地
域
社
会
の
文
脈
か
ら
《
イ
タ
コ
》
に
一
定
の
価
値
を
認
め
て
い
る
。 

さ
ら
に
こ
の
時
期
に
は
、
掘
一
郎
「
こ
の
世
と
あ
の
世 

古
い
習
俗
に
み
る
霊
界
と
の
交
流
」
【

23
】
、
柳
川
啓
一
「
下
北
半
島
の
オ
シ
ラ
サ
マ 

精
神
文
化

と
生
活
と
の
接
点
に
」
【

31
】
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
新
聞
の
文
化
欄
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
部
分
で
《
イ
タ
コ
》
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
つ
ま

り
《
イ
タ
コ
》
は
、
「
現
代
」
と
の
衝
突
を
経
て
、
「
現
代
」
と
は
次
元
を
異
に
し
た
「
文
化
」
と
い
う
価
値
を
見
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て

こ
れ
以
降
、
「
現
代
」
の
立
場
か
ら
《
イ
タ
コ
》
を
批
判
す
る
記
事
は
殆
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
。 

「
文
化
」
と
い
う
解
釈
コ
ー
ド
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
で
、《
イ
タ
コ
》
は
「
現
代
」
と
の
対
立
を
回
避
し
、
表
象
と
し
て
の
「
安
全
性
」
を
確
保
し
た
と
い

え
る
。
一
連
の
変
化
と
連
動
す
る
よ
う
に
、
各
種
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
《
イ
タ
コ
》
の
露
出
が
増
え
て
い
る
点
を
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
安
全
性
こ
そ
が
大
衆
文
化

と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
の
浸
透
を
促
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。 

《
イ
タ
コ
》
は
、
一
九
六
三
年
の
時
点
で
既
に
「
い
つ
も
盆
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
近
ご
ろ
き
ま
っ
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
脚
光
を
あ
び
る
も
の
に
恐
山
の
ミ

コ
イ
チ
が
あ
る
」
（
【

23
】
）
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
有
名
に
な
っ
て
お
り
、
六
五
年
に
は
映
画
「
恐
山
の
女
」
が
公
開
さ
れ
（
【

40
】
‐
【

44
】
）
、
六
七
年
に
は
浅
草

松
屋
の
「
う
ら
な
い
展
」
で
「
映
画
で
お
な
じ
み
、
恐
山
の
い
た
こ
（
巫
女
）
の
実
演
」（
【

49
】
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。「
日
本
の
民
俗
劇
と
人
形
芝
居
の
系
譜
」



79 

 

の
演
目
と
し
て
、
六
八
年
に
国
立
劇
場
で
上
演
さ
れ
た
イ
タ
コ
の
「
お
し
ら
様
あ
そ
び
」
は
（
【

55
】
）
、
《
イ
タ
コ
》
に
対
す
る
「
文
化
」
的
価
値
の
確
立
を
象

徴
す
る
と
い
え
る
。 

  

第
五
節 

結
語 

  

「
日
本
再
発
見
」
の
気
運
が
「
恐
山
」
と
い
う
場
を
〝
発
見
〟
し
た
結
果
、
《
イ
タ
コ
》
は
一
九
五
〇
年
代
頃
か
ら
《
恐
山
》
を
構
成
す
る
一
要
素
と
し
て
活

字
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
五
〇
年
代
の
記
事
は
、
い
ず
れ
も
恐
山
が
話
題
の
中
心
を
占
め
る
記
事
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
記
事
を
通

じ
て
《
イ
タ
コ
》
に
注
目
が
集
ま
っ
た
結
果
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
早
く
も
《
イ
タ
コ
》
ブ
ー
ム
と
で
も
言
う
べ
き
状
況
が
生
じ
、
こ
こ
で
文
化
的
価
値
を
獲

得
し
た
《
イ
タ
コ
》
は
、
大
衆
文
化
の
中
に
一
定
の
地
位
を
獲
得
す
る
運
び
と
な
っ
た
。 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
迎
え
る
一
九
七
〇
年
代
は
、「
イ
タ
コ
信
仰
、
息
子
を
殺
す
」
と
い
う
衝
撃
的
な
見
出
し
の
躍
っ
た
蟹
田
町
の
殺
人
事
件
、
オ
カ
ル

ト
ブ
ー
ム
、
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
な
ど
、
《
イ
タ
コ
》
が
様
々
な
眼
差
し
に
晒
さ
れ
る
い
わ
ば
激
動
の
時
代
と
な
る
の
で
あ
る
。 
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１ 
川
村
邦
光
「
近
代
日
本
に
お
け
る
憑
依
の
系
譜
と
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
、
川
村
邦
光
編
『
憑
依
の
近
代
と
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
八
‐

二
〇
頁
。 

２ 

川
村
「
近
代
日
本
に
お
け
る
憑
依
の
系
譜
と
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
、
一
九
頁
。 

３ 

長
梧
子
「
神
通
力
の
研
究
（
四
）
」
、
『
朝
日
新
聞
（
東
京
・
朝
刊
）
』
一
九
一
〇
年
一
〇
月
三
一
日
付
。 

４ 

一
柳
廣
孝
『
〈
こ
っ
く
り
さ
ん
〉
と
〈
千
里
眼
〉
』
講
談
社
、
一
九
九
四
年
、
一
〇
八
頁
。 

５ 

柳
田
国
男
「
こ
ど
も
風
土
記
（

18
）
」
、
『
朝
日
新
聞
（
東
京
・
朝
刊
）
』
一
九
四
一
年
四
月
二
二
日
付
。
中
山
太
郎
「
巫
女
と
霊
魂
」
、
『
歴
史
公
論
』
一
九
三

五
年
八
月
号
。 

６

「
聞
蔵

Ⅱ
ビ
ジ
ュ
ア
ル
」
、
「
ヨ
ミ
ダ
ス
歴
史
館
」
、
日
本
交
通
公
社
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
「
イ
タ
コ
」
「
恐
山
」
の
語
で
検
索
を
行
っ

た
。
大
宅
壮
一
文
庫
の
所
蔵
資
料
に
関
し
て
は
、『
雑
誌
記
事
索
引
総
目
録 

件
名
編
６
（
１
８
７
５
年
‐
１
９
８
４
年
）
』
の
「
恐
山
（
イ
タ
コ
）
」
の
項
を
参

照
し
た
。 

７ 

白
幡
洋
三
郎
『
旅
行
ノ
ス
ス
メ
―
昭
和
が
生
ん
だ
庶
民
の
「
新
文
化
」
―
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
六
年
、
五
六
頁
。 

８ 

野
村
典
彦
「
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
と
横
溝
正
史
ブ
ー
ム
」
、
一
柳
廣
孝
編
『
オ
カ
ル
ト
の
帝
国
‐
１
９
７
０
年
代
の
日
本
を
読
む
』
青
弓
社
、
二
〇
〇

六
年
、
七
一
頁
。 

９ 

『
旅
』
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
使
用
し
、
「
秘
境
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
検
索
を
行
う
と
、
一
九
五
〇
年
代
：
二
三
件
、
一
九
六
〇
年
代
：
五
六
件
、
一
九

七
〇
年
代
：
一
四
件
、
一
九
八
〇
年
代
：
四
四
件
の
記
事
が
ヒ
ッ
ト
す
る
。 

１
０ 

野
村
「
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
と
横
溝
正
史
ブ
ー
ム
」
、
六
六
‐
七
〇
頁
。 

１
１ 

神
谷
忠
孝
「
深
沢
七
郎
作
品
譜
―
処
女
作
か
ら
死
後
の
評
価
ま
で
―
」
、
『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
八
八
年
一
〇
月
号
、
一
七
七
頁
。 

１
２ 

伊
藤
整
・
武
田
泰
淳
・
三
島
由
紀
夫
「
新
人
賞
選
後
評
」
、
『
中
央
公
論
』
一
九
五
六
年
一
一
月
号
、
二
〇
二
頁
。 

１
３ 

伊
藤
・
武
田
・
三
島
「
新
人
賞
選
後
評
」
、
二
〇
一
頁
。 

１
４ 

植
田
康
夫
「
長
き
流
浪
の
果
て
に
―
深
沢
七
郎
の
波
乱
の
生
涯
―
」
、
『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
八
八
年
一
〇
月
号
、
一
九
四
頁
。 

１
５ 

「
キ
ネ
マ
旬
報 

５
８
年
度
ベ
ス
ト
テ
ン
」
、
『
朝
日
新
聞
（
東
京
・
朝
刊
）
』
一
九
五
九
年
一
月
六
日
付
。 

１
６ 

飯
倉
義
之
「
美
し
い
地
球
の
〈
秘
境
〉
―
〈
オ
カ
ル
ト
〉
の
揺
籃
と
し
て
の
一
九
六
〇
年
代
〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
―
」
、
吉
田
司
雄
編
『
オ
カ
ル
ト
の
惑
星
―

１
９
８
０
年
代
、
も
う
一
つ
世
界
地
図
―
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
九
年
、
二
〇
頁
。 
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第
三
章 

「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
と
宗
教
性
の
〝
大
衆
化
〟
―
一
九
七
〇
年
代
‐
一
九
八
〇
年
代
― 

 

第
一
節 

問
題
の
所
在 

  

本
章
で
は
、
第
二
章
で
確
認
し
た
「
発
展
期
（
一
九
六
〇
年
代
）
」
の
状
況
を
土
台
と
し
て
、
続
く
一
九
七
〇
年
代
‐
一
九
八
〇
年
代
の
状
況
を
「
オ
カ
ル
ト

ブ
ー
ム
」
と
の
関
連
か
ら
論
じ
て
い
く
。
当
該
時
期
を
「
転
換
期
」
と
位
置
付
け
て
い
た
よ
う
に
、
一
九
七
〇
年
代
前
半
に
始
ま
る
日
本
の
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー

ム
」
は
、
従
来
の
《
イ
タ
コ
》
像
を
大
き
く
転
換
す
る
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
こ
こ
で
生
じ
た
変
化
は
、
大
衆
文
化
に
お
け
る
《
イ

タ
コ
》
の
定
着
に
少
な
か
ら
ぬ
貢
献
を
果
た
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

 

「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
前
後
の
《
イ
タ
コ
》
で
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
表
象
に
内
在
す
る
「
自
／
他
」
の
構
造
、
よ
り
事
例
に
即
し
て
言

え
ば
、
「
我
々
」
と
「
他
者
」
と
の
布
置
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
本
章
で
は
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
以
前
の
《
イ
タ
コ
》
に
見
る
「
自
／
他
」
の
構
造
的
特
徴
を
明

ら
か
に
し
、
こ
れ
と
の
比
較
を
も
っ
て
一
九
七
〇
年
代
の
《
イ
タ
コ
》
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。 

 

第
二
節 

「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
以
前
の
「
我
々
」
と
「
他
者
」 

  

一
九
六
〇
年
代
初
頭
、
《
イ
タ
コ
》
が
「
科
学
」
に
代
表
さ
れ
る
「
現
代
」
と
い
う
価
値
基
準
を
も
っ
て
、
否
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
既
述
の
と
お

り
で
あ
る
。
こ
の
当
時
の
記
事
は
、
謎
多
き
《
イ
タ
コ
》
な
る
も
の
を
記
事
の
「
書
き
手
」
が
実
見
し
、
自
身
の
視
点
か
ら
評
価
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
取

っ
て
お
り
、
こ
こ
に
は
《
イ
タ
コ
》
と
い
う
謎
の
習
俗
を
担
う
異
質
な
「
他
者
」
と
、
そ
れ
を
眺
め
る
「
私
（
書
き
手
）
」
と
い
う
構
造
が
内
在
し
て
い
た
。
書

き
手
の
視
点
が
記
事
の
「
読
み
手
」
で
あ
る
「
大
衆
」
に
共
有
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
「
私
」
と
い
う
存
在
は
、
書
き
手
と
読
み
手
（
大
衆
）
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
共
同
体
、
す
な
わ
ち
「
我
々
」
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。 

『
旅
』
一
九
六
〇
年
四
月
号
の
「
巫
女
の
集
う
恐
山
の
妖
気
」
に
は
、
当
時
の
《
イ
タ
コ
》
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。 
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霊
媒
的
職
業
の
成
立
す
る
と
云
う
恐
山
中
心
の
風
土
に
は
、
僕
は
少
な
か
ら
ず
興
味
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
自
分
の
理
解
し
が
た
い
不
気
味
な
異
質
の

世
界
に
対
す
る
僕
の
好
奇
心
で
あ
っ
た
。 

ど
の
よ
う
な
異
様
な
背
景
の
中
で
、
職
業
的
巫
女
た
ち
が
、
そ
の
奇
怪
な
ひ
と
り
合
点
的
な
囁
き
を
交
し
合
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
風
土
を
確
め
て
み
た

か
っ
た
の
で
あ
る
。
［
一
四
四
頁
］ 

 こ
の
記
事
に
お
い
て
、
書
き
手
が
自
身
を
「
僕
は
も
と
も
と
合
理
主
義
者
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の
納
得
で
き
な
い
霊
媒
だ
の
巫
女
だ
の
と
云
う
世
界
に
は
入

っ
て
ゆ
け
そ
う
も
な
か
っ
た
」
［
一
四
四
頁
］
と
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
我
々
」
と
い
う
存
在
は
基
本
的
に
合
理
的
思
考
を
有
し
た
「
現
代
社
会
」
の
住
人

と
し
て
想
定
さ
れ
て
お
り
、
「
我
々
」
の
価
値
基
準
を
も
っ
て
判
断
さ
れ
た
結
果
、「
他
者
」
の
習
俗
で
あ
る
《
イ
タ
コ
》
に
は
「
異
様
」
「
怪
異
」
等
の
レ
ッ
テ

ル
が
貼
ら
れ
、
否
定
的
評
価
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
１

。
例
え
ば
、
『
オ
ー
ル
読
物
』
一
九
六
〇
年
一
〇
月
号
「
新
日
本
探
訪
（

１０
）
三
途
川

の
向
う
岸
」
で
は
、
《
イ
タ
コ
》
の
口
寄
せ
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。 

 

支
離
メ
ツ
レ
ツ
、
ゼ
ン
ゴ
ド
ウ
チ
ャ
ク
、
い
や
は
や
な
ん
と
も
か
と
も
い
い
よ
う
が
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
亭
主
の
声
、
父
親
の
声
と
思

い
込
ん
で
聞
い
て
い
る
オ
バ
サ
ン
は
、
〝
も
ど
る
道
あ
れ
ば
も
ど
り
た
い
、
帰
る
道
あ
れ
ば
帰
り
た
い
〟
な
ど
と
い
う
ク
ダ
リ
に
な
る
と
、
ト
タ
ン
に
ハ

ナ
を
グ
ス
グ
ス
い
わ
せ
、
よ
ご
れ
た
手
拭
を
顔
に
あ
て
て
泣
く
の
で
あ
る
。
［
一
二
一
頁
］ 

 

 

活
字
メ
デ
ィ
ア
へ
の
登
場
が
一
九
五
〇
年
代
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
一
九
六
〇
年
代
初
期
の
段
階
に
お
い
て
《
イ
タ
コ
》
は
、
地
域
社
会
以
外
の
人
々
に
と

っ
て
、
い
ま
だ
謎
に
包
ま
れ
た
未
知
な
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
全
容
す
ら
明
ら
か
で
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、《
イ
タ
コ
》
に
対
す
る
解

釈
の
枠
組
み
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
未
確
立
の
状
態
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
る
に
、
一
九
六
〇
年
代
初
期
の
反
応
は
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
も

の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 
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し
か
し
、
変
化
は
遅
か
ら
ず
現
れ
た
。
そ
の
兆
候
を
示
す
最
も
早
い
記
事
が
『
週
刊
読
売
』
一
九
六
一
年
七
月
三
〇
日
号
の
「
お
ん
な
百
景
：
青
森
県
恐
山
」

で
あ
る
。
こ
の
記
事
で
は
、
恐
山
の
祭
典
を
「
奇
怪
な
祭
典
」
と
称
し
な
が
ら
も
、
イ
タ
コ
の
成
立
に
関
す
る
宮
本
常
一
の
論
を
援
用
し
つ
つ
、
「
津
軽
地
方
」

と
い
う
文
脈
か
ら
《
イ
タ
コ
》
の
解
釈
を
試
み
て
い
る
。 

 

津
軽
地
方
は
昔
、
冷
害
が
多
く
、
き
わ
め
て
貧
し
か
っ
た
。
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
災
害
は
神
の
た
た
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
不
幸
に
あ
う
た
び
、

人
々
は
神
霊
を
呼
び
、
イ
タ
コ
の
口
を
通
し
て
、
そ
の
声
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

貧
し
い
か
ら
子
供
が
ふ
え
る
。
不
潔
な
環
境
に
、
多
勢
の
子
供
が
ひ
し
め
い
て
い
る
か
ら
、
子
供
は
早
死
に
し
、
盲
に
な
る
人
も
ふ
え
る
。
こ
の
悲
惨

な
悪
循
環
が
、
イ
タ
コ
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
［
七
五
頁
］ 

 同
様
の
傾
向
は
、「
博
徒
の
笑
い
・
恐
山
の
涙
」（
『
読
売
新
聞
（
夕
刊
）
』
一
九
六
二
年
八
月
二
四
日
付
）
に
も
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
は
い
ず
れ
も
、

イ
タ
コ
の
担
い
手
で
あ
る
「
他
者
」
の
文
脈
か
ら
《
イ
タ
コ
》
に
対
し
て
一
定
の
価
値
を
認
め
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
の
記
事
が
「
我
々
」
の
側
に
重
心
を
置
い

て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
「
我
々
」
か
ら
「
他
者
」
へ
と
い
う
力
点
の
変
化
が
確
認
さ
れ
る
。 

一
方
、
『
旅
』
一
九
六
二
年
八
月
号
の
「
妖
気
の
山
頂
・
恐
山
の
巫
女
の
正
体
」
で
は
、
「
現
代
の
合
理
主
義
者
達
か
ら
「
迷
信
」
と
さ
れ
、
「
蒙
昧
」
と
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
事
で
も
、
そ
う
性
急
に
割
り
切
ら
ず
、
別
な
次
元
で
見
直
そ
う
と
考
え
て
い
る
」［
一
一
二
頁
］
と
い
う
目
的
意
識
の
下
に
、
民
俗
学
的
な
観
点

か
ら
《
イ
タ
コ
》
の
評
価
が
図
ら
れ
て
い
る
。 

 

悠
久
な
民
俗
の
精
神
史
を
流
れ
て
い
る
も
の
は
そ
れ
が
仮
令
今
日
崩
れ
頽
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
我
我
に
と
っ
て
少
く
と
も
一
つ
の
示
唆
で
あ
る
筈
だ 

場
合
に
よ
っ
て
は
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
に
就
い
て
考
え
る
こ
と
で
歴
史
が
意
味
と
厚
み
を
増
し
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
自
身
の
存
在
を
確
か
め
る
こ
と
に
な

ら
ぬ
と
も
限
ら
な
い
。
［
一
一
七
頁
］ 
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な
お
、
こ
の
記
事
に
は
、
民
俗
学
や
精
神
医
学
の
分
野
で
培
わ
れ
た
学
術
的
知
見
が
多
数
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
他
に
も
、
同
時
代
的
な
特
徴
と
し
て
、

学
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
記
事
の
登
場
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
２

、《
イ
タ
コ
》
に
対
す
る
価
値
創
出
の
一
端
を
担
っ
た
の
は
、
学
問
文
化
で
あ
っ
た

と
言
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。 

た
だ
し
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
「
奇
習
」
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
に
内
在
し
た
「
我
々
」
と
「
他
者
」
と
い
う
構
造
自
体
は
、
「
文
化
」
の
価
値

が
見
出
さ
れ
た
後
も
、
変
わ
る
こ
と
な
く
存
続
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
よ
う
に
、《
イ
タ
コ
》
を
好
意
的
に
描
く
よ
う
に
な
っ
て
以
降
の

記
事
に
お
い
て
も
、
恐
山
や
そ
こ
に
集
う
《
イ
タ
コ
》
の
担
い
手
は
、
あ
く
ま
で
「
東
北
地
方
の
住
民
」
、
「
貧
し
い
人
々
」
、
「
素
朴
な
地
方
人
」
「
辺
土
の
民
」

な
ど
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
我
々
」
と
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
３

。
次
の
文
章
は
、
野
間
宏
と
大
江
健
三
郎
に
よ
っ
て
全
く
別
々
に
書
か
れ
た
紀
行
文
で
あ
る

が
、
両
者
は
《
イ
タ
コ
》
に
対
す
る
「
他
者
」
の
文
化
と
い
う
眼
差
し
を
持
つ
点
で
一
致
し
て
い
る
。 

 

野
間
宏
「
風
土
記

‘63
（

84
）
：
恐
山
」
、
『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
九
六
三
年
八
月
一
八
日
号 

わ
た
し
は
恐
山
が
い
ま
な
お
自
然
に
左
右
さ
れ
る
東
北
の
人
々
の
な
か
で
生
き
て
い
る
の
を
見
た
。
（
中
略
） 

私
は
本
堂
で
、
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
を
時
間
を
か
け
て
見
た
が
、
わ
た
し
の
ま
わ
り
に
東
北 

の
人
た
ち
の
心
の
形
が
少
し
ず
つ
見
え
て
く
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
［
三
六
頁
］ 

 大
江
健
三
郎
「
新
日
本
名
所
案
内
（

17
）
：
恐
山
」
、
『
週
刊
朝
日
』
一
九
六
四
年
八
月
二
一
日
号 

お
そ
ら
く
農
婦
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
数
多
い
イ
タ
コ
の
う
ち
か
ら
自
分
の
感
情
的
要
求
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
語
り
口
の
イ
タ
コ
を
ひ
と
り
選
ぶ
の

だ
ろ
う
。
も
し
、
イ
タ
コ
の
ク
チ
ヨ
セ
に
よ
っ
て
死
者
と
農
婦
と
の
あ
い
だ
に
魂
の
伝
達
、
す
な
わ
ち
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
を

信
じ
な
い
者
も
、
こ
こ
に
、
イ
タ
コ
と
農
婦
と
の
あ
い
だ
の
深
く
人
間
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な

い
と
思
う
。
［
五
三
頁
］ 
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「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
を
時
間
を
か
け
て
見
た
」
と
い
う
野
間
の
表
現
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
《
イ
タ
コ
》
を
担
う
「
他
者
」
に
対
し
て
、
「
我
々
」

は
《
イ
タ
コ
》
を
客
観
的
に
「
見
る
」
立
場
に
あ
り
、
《
イ
タ
コ
》
を
介
し
て
「
死
者
の
言
葉
を
聞
く
」
立
場
に
は
置
か
れ
て
な
い
の
で
あ
る
。
意
外
に
も
、
記

者
自
身
が
《
イ
タ
コ
》
に
口
寄
せ
を
依
頼
す
る
内
容
の
記
事
は
、
前
掲
の
「
妖
気
の
山
頂
・
恐
山
の
巫
女
の
正
体
」
と
、
『
旅
』
一
九
六
九
年
九
月
号
の
「
森
村

桂
・
弥
次
喜
多
道
中
記
（
８
）
：
恐
山
の
巫
女
が
呼
ん
だ
亡
き
父
」
を
除
け
ば
、
一
九
六
〇
年
代
を
通
じ
て
皆
無
に
等
し
い
。 

巫
者
当
人
と
口
寄
せ
の
依
頼
者
、
そ
し
て
、
文
化
の
成
立
基
盤
で
あ
る
地
域
社
会
の
人
々
か
ら
成
る
《
イ
タ
コ
》
の
「
担
い
手
」
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、「
死

者
と
生
者
を
媒
介
す
る
」
と
い
う
《
イ
タ
コ
》
の
「
宗
教
性
」
を
受
容
す
る
主
体
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
《
イ
タ
コ
》
を
担
う
「
他
者
」
と

そ
れ
を
眺
め
る
「
我
々
」
と
い
う
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
以
前
の
特
徴
と
は
、
《
イ
タ
コ
》
の
宗
教
性
が
「
我
々
」
に
と
っ
て
価
値
を
持
ち
得
な
か
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
合
理
主
義
者
と
い
う
「
我
々
」
の
位
置
づ
け
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
高
度
経
済
成
長
期
と
い
う
当
時

の
社
会
状
況
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
こ
れ
は
次
に
述
べ
る
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
と
も
密
接
な
関
わ
り
を
有
し
て
い
る
。
合
理
主
義
に
基
づ
く
近
代
化
の
担

い
手
で
あ
る
「
我
々
」
に
と
っ
て
、
非
合
理
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
の
宗
教
性
は
価
値
を
持
た
ず
、
観
察
の
対
象
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。 

だ
が
、
《
イ
タ
コ
》
の
宗
教
性
自
体
を
欲
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
「
我
々
」
が
そ
の
宗
教
性
を
受
容
す
る
非
合
理
な
「
他
者
」
の
存
在
を
求
め
て
い
た
こ
と

も
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
同
時
期
に
生
じ
て
い
た
、
海
外
の
《
秘
境
》
に
前
近
代
的
な
「
奇
習
」
や
「
未
開
人
」
を
求
め
る
「
《
秘
境
》
ブ

ー
ム
」
の
流
れ
に
同
調
す
る
も
の
と
言
え
る
４

。
つ
ま
り
、
合
理
主
義
を
標
榜
し
な
が
ら
も
、
一
九
六
〇
年
代
の
時
点
で
、
既
に
「
大
衆
」
に
は
非
合
理
に
対

す
る
一
定
の
関
心
が
内
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
点
で
、
一
連
の
動
向
は
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
の
萌
芽
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。 

な
お
、
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
前
夜
の
一
九
七
〇
年
に
は
、
青
森
県
旧
蟹
田
町
で
カ
ミ
サ
マ
の
お
告
げ
を
信
じ
た
母
親
が
息
子
を
殺
害
す
る
事
件
が
発
生
し
、

一
二
月
九
日
付
の
『
朝
日
新
聞
（
東
京
・
朝
刊
）
』
は
こ
れ
を
「
イ
タ
コ
信
仰
、
息
子
を
殺
す
」
と
報
じ
た
５

。
こ
の
事
件
は
、
《
イ
タ
コ
》
に
定
着
し
た
「
文

化
」
と
い
う
価
値
を
、
一
時
的
に
で
は
あ
る
が
「
迷
信
」
に
反
転
し
た
点
で
重
視
す
べ
き
出
来
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
を
報
じ
る
記
事
に
お
い
て
も
、

《
イ
タ
コ
》
を
担
う
「
他
者
」
と
傍
観
す
る
「
我
々
」
と
い
う
構
造
自
体
に
変
化
が
生
じ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
を
大
き
く
転
換
す
る
〝
事
件
〟
と
し
て
は
「
オ

カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 
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第
三
節 

「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
に
よ
る
再
表
象 

 

１ 

日
本
の
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
に
つ
い
て 

戦
後
、
日
本
に
本
格
的
な
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
が
訪
れ
た
の
は
一
九
七
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
一
九
七
四
年
に
は
映
画
「
エ
ク
ソ
シ
ス
ト
」

が
大
ヒ
ッ
ト
し
、
ユ
リ
・
ゲ
ラ
ー
の
来
日
に
よ
っ
て
超
能
力
ブ
ー
ム
が
起
こ
る
な
ど
、
「
オ
カ
ル
ト
」
は
一
躍
社
会
現
象
と
な
っ
た
６

。
一
連
の
「
オ
カ
ル
ト
ブ

ー
ム
」
は
、
そ
の
後
、
装
い
を
変
化
さ
せ
つ
つ
一
九
八
〇
年
代
を
経
由
し
、
一
九
九
〇
年
代
前
半
ま
で
継
続
し
た
と
み
ら
れ
る
が
７

、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の

は
、
そ
も
そ
も
「
オ
カ
ル
ト
」
が
一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

「
オ
カ
ル
ト
」
と
は
、「
隠
さ
れ
た
」
を
原
意
と
す
る
ラ
テ
ン
語
に
由
来
し
た
語
で
あ
り
、
自
明
の
知
の
範
疇
を
超
え
た
「
隠
さ
れ
た
」
知
を
示
す
概
念
で
あ

る
。
ゆ
え
に
、
合
理
主
義
と
い
う
近
代
以
降
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
、「
オ
カ
ル
ト
」
は
基
本
的
に
非
合
理
的
な
知
、
超
自
然
的
な
知
を
包
括
的
に
示
す
語
と

し
て
存
在
し
て
き
た
８

。
島
薗
進
に
よ
れ
ば
、
「
オ
カ
ル
ト
」
に
は
「
隠
さ
れ
た
」
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
手
近
に
手
が
か
り
が
な
く
、
具
体
的
に
触
知
で
き
そ

う
に
な
い
も
の
は
対
象
と
せ
ず
、
そ
の
う
え
で
個
別
的
断
片
的
な
「
事
実
」
へ
と
関
心
を
集
中
す
る
実
証
主
義
的
な
態
度
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

こ
の
点
で
「
オ
カ
ル
ト
」
は
、「
霊
や
超
能
力
の
実
在
と
い
う
よ
う
な
個
別
的
断
片
的
「
事
実
」
に
関
わ
る
知
識
で
も
、
日
常
生
活
全
体
を
お
お
う
民
俗
知
や
儀

礼
的
秩
序
の
体
系
の
一
部
と
し
て
表
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
」
よ
う
な
「
民
俗
宗
教
」
と
は
異
な
る
と
指
摘
す
る
９

。
よ
っ
て
、
イ
タ
コ
が
「
オ
カ
ル
ト
」
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
場
合
、
そ
こ
で
は
、
成
立
基
盤
で
あ
る
民
俗
的
な
文
脈
か
ら
の
「
引
き
剥
が
し
」
と
「
断
片
化
」
と
い
う
現
象
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。 

「
オ
カ
ル
ト
」
が
一
九
七
〇
年
代
頃
か
ら
流
行
し
て
き
た
背
景
と
し
て
は
、
石
油
危
機
に
象
徴
さ
れ
る
近
代
化
の
停
滞
と
、
そ
れ
に
伴
う
近
代
化
・
合
理
主

義
へ
の
懐
疑
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
一
柳
廣
孝
と
吉
田
司
雄
は
、
高
度
経
済
成
長
の
終
焉
と
石
油
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
経
済
の
行
き
詰
ま

り
、
な
ら
び
に
公
害
問
題
や
環
境
破
壊
に
よ
る
科
学
技
術
へ
の
不
信
感
を
抱
え
た
当
時
の
日
本
社
会
と
、「
オ
カ
ル
ト
」
流
行
と
の
因
果
関
係
を
指
摘
し
て
い
る

１
０

。
こ
れ
は
エ
リ
ア
ー
デ
が
「
オ
カ
ル
ト
」
の
特
徴
と
し
て
指
摘
す
る
、
「
現
代
生
活
の
混
沌
と
無
意
味
か
ら
脱
出
す
る
出
口
」
「
世
界
の
更
新
」
へ
の
希
望
、

と
も
呼
応
し
た
議
論
と
言
え
よ
う
１
１

。
す
な
わ
ち
、
日
常
を
支
配
す
る
合
理
的
な
知
へ
の
不
信
感
が
、
「
隠
さ
れ
た
」
知
で
あ
る
「
オ
カ
ル
ト
」
に
対
す
る
欲
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求
に
結
び
付
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
近
代
化
の
進
展
に
伴
う
反
動
的
な
非
合
理
性
の
噴
出
を
、
西
山
茂
は
「
非
合
理
の
復
権
」
と

名
付
け
た
１
２

。 

な
お
、
西
山
は
明
治
末
か
ら
大
正
期
に
生
じ
た
千
里
眼
や
霊
術
の
流
行
を
、
近
代
化
の
一
段
落
期
に
見
ら
れ
る
「
非
合
理
の
復
権
」
と
し
て
一
九
七
〇
年
代

以
降
の
動
向
と
並
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
明
治
期
の
千
里
眼
ブ
ー
ム
が
近
代
科
学
の
成
立
を
背
景
と
し
、
千
里
眼
を
証
明
す
る
論
拠
と
さ
れ
た
「
心
霊
学
」
が

「
新
し
き
科
学
」
と
喧
伝
さ
れ
た
事
実
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
現
象
に
関
し
て
は
む
し
ろ
合
理
主
義
の
延
長
線
上
に
措
定
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
１
３

。
よ
っ
て
、
本

論
で
は
七
〇
年
代
以
降
の
動
向
を
も
っ
て
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
と
称
し
た
い
。 

「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
は
、
活
字
メ
デ
ィ
ア
に
も
多
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
新
聞
以
上
に
そ
の
影
響
が
色
濃
く
表
れ
る
雑
誌
記
事
を
分

析
の
対
象
と
す
る
。『
大
宅
壮
一
文
庫
雑
誌
記
事
索
引
総
目
録
』
の
項
目
「
オ
カ
ル
ト
、
心
霊
術
」
に
収
録
さ
れ
た
記
事
数
を
確
認
し
て
み
る
と
（
【
表

3
‐

1
】
）
、

一
九
六
五
‐
六
九
年
に
二
二
件
だ
っ
た
記
事
が
、
七
〇
‐
七
四
年
に
は
二
九
二
件
と
な
り
、
そ
の
後
、
七
五
‐
七
九
年
に
四
八
六
件
、
八
〇
‐
八
四
年
に
一
一

九
件
、
八
五
‐
八
九
年
に
五
三
九
件
と
、
七
〇
年
代
以
降
、
高
い
数
値
を
維
持
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
記
事
数
の
変
動
に
着
目
し
た
場
合
、
七
〇
年
か
ら
八
九

年
ま
で
の
間
に
七
四
年
の
二
〇
八
件
を
ピ
ー
ク
と
す
る
第
一
次
ブ
ー
ム
と
、
八
七
年
の
一
五
六
件
を
ピ
ー
ク
と
す
る
第
二
次
ブ
ー
ム
が
確
認
さ
れ
、
後
者
は
九

一
年
を
ピ
ー
ク
と
す
る
大
き
な
波
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。 

【
表

3
‐

2
】
は
一
九
七
〇
‐
八
〇
年
代
の
《
イ
タ
コ
》
に
関
す
る
雑
誌
記
事
の
一
覧
で
あ
る
１
４

。
《
イ
タ
コ
》
に
関
す
る
記
事
は
合
計
で
三
五
件
確
認
さ

れ
、
従
来
の
記
事
と
明
ら
か
に
論
調
を
異
に
す
る
も
の
と
し
て
は
、『
ヤ
ン
グ
レ
デ
ィ
』
一
九
七
三
年
一
一
月
五
日
号
の
「
関
京
子
さ
ん
の
父 

寒
風
の
恐
山
で

大
場
助
教
授
の
霊
と
対
決
！
」
が
初
出
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
「
オ
カ
ル
ト
」
の
文
脈
で
《
イ
タ
コ
》
の
記
事
が
急
増
す
る
の
は
、
先
述
の

第
二
次
ブ
ー
ム
に
当
た
る
八
〇
年
代
後
半
の
こ
と
だ
。
そ
の
要
因
と
し
て
想
像
さ
れ
る
の
は
、
第
一
次
と
第
二
次
ブ
ー
ム
と
に
お
い
て
支
持
さ
れ
る
「
オ
カ
ル

ト
」
の
違
い
で
あ
る
。 

例
え
ば
、
『
大
宅
壮
一
文
庫
雑
誌
記
事
索
引
総
目
録
』
の
項
目
「
オ
カ
ル
ト
、
心
霊
術
」
に
占
め
る
「
超
能
力
」
関
連
記
事
（
小
項
目
「
超
能
力
少
年
」
収
録

記
事
と
、
同
「
心
霊
術
一
般
」
で
「
超
能
力
」
の
語
を
表
題
に
含
む
記
事
）
の
割
合
に
着
目
し
た
場
合
、
第
一
次
の
ピ
ー
ク
時
に
お
け
る
割
合
が
約
五
六
％
で

あ
る
の
に
対
し
、
第
二
次
の
ピ
ー
ク
時
に
お
け
る
同
割
合
は
約
九
％
に
過
ぎ
な
い
。
「
超
能
力
」
に
替
わ
る
支
持
対
象
を
目
録
か
ら
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。 
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だ
が
、
一
九
八
〇
‐
九
〇
年
代
に
活
躍
し
た
宜
保
愛
子
や
織
田
無
道
に
付
さ
れ
た
レ
ッ
テ
ル

が
「
霊
能
者
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
八
〇
年
代
を
境
に
「
心
霊
写
真
」
の
管
轄
が
、「
心
霊

科
学
」
を
標
榜
す
る
中
岡
俊
哉
か
ら
「
霊
能
者
」
へ
シ
フ
ト
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
１
５

、
人
々

の
関
心
は
「
超
能
力
」
の
よ
う
な
「
科
学
」
的
フ
レ
ー
ム
に
回
収
し
得
る
ア
イ
テ
ム
か
ら
、「
科

学
」
を
必
ず
し
も
基
準
と
す
る
必
要
の
な
い
「
霊
」
的
存
在
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。「
オ
カ
ル
ト
」
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
の
登
場
は
、
こ
う
し
た
〝
時
代
の
希
求
〟
に
応
じ

た
現
象
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

た
だ
し
、
ブ
ー
ム
の
牽
引
者
た
ち
に
よ
る
《
イ
タ
コ
》
の
再
表
象
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
時

点
で
既
に
始
ま
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
九
七
三
年
一
二
月
に
開
始
さ
れ
た
ホ
ラ
ー
マ
ン
ガ
の

金
字
塔
と
名
高
い
つ
の
だ
じ
ろ
う
「
う
し
ろ
の
百
太
郎
」
の
第
一
回
は
、「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
へ

の
言
及
で
幕
を
開
け
て
い
る
１
６

。
ま
た
、
中
岡
俊
哉
も
一
九
六
八
年
頃
か
ら
自
著
で
《
イ
タ
コ
》

を
取
り
上
げ
始
め
、
そ
の
関
心
は
『
死
霊
を
見
た
！
』（
二
見
書
房
、
一
九
七
七
年
）
と
し
て
結

実
し
た
１
７

。
中
岡
は
『
わ
た
し
は
見
た 

死
後
の
世
界
』
（
学
習
研
究
社
、
一
九
七
五
年)

の
よ

う
な
少
年
向
け
の
書
籍
で
も
《
イ
タ
コ
》
を
紹
介
し
て
お
り
、
他
に
も
山
梨
賢
一
『
呪
い
と
死

霊
の
画
報
』（
ひ
ば
り
書
房
、
一
九
七
五
年
）
と
い
っ
た
ジ
ュ
ニ
ア
レ
ー
ベ
ル
が
《
イ
タ
コ
》
を

取
り
上
げ
て
い
る
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
は
幅
広
い
年
齢
層
に
《
イ
タ
コ
》

を
普
及
す
る
役
割
を
担
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

 

２ 

宗
教
性
の
受
容
主
体
の
変
化 

「
オ
カ
ル
ト
」
の
枠
組
み
で
《
イ
タ
コ
》
を
取
り
上
げ
る
記
事
は
、
（
一
）
《
イ
タ
コ
》
を
焦
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点
化
し
た
も
の
【
記
事
番
号

14
・

26
】
（
以
下
、
【 

】
内
は
全
て
【
表

3
‐

2
】
の
記
事
番
号
を
示
す
）
、
（
二
）
恐
山
を
焦
点
化
し
た
も
の
【

21
・

24
・

28
・

29
・

31
・

33
】
、
（
三
）
口
寄
せ
を
焦
点
化
し
た
も
の
【

7
・

15
・

17
・

19
・

23
・

27
】
、
の
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
ず
は
、
従
来
と
の
差
異
を

最
も
端
的
に
示
す
（
二
）
か
ら
見
て
い
き
た
い
。（
二
）
は
恐
山
と
い
う
場
の
保
有
す
る
宗
教
性
に
着
目
し
た
記
事
で
あ
り
、
こ
の
宗
教
性
は
主
に
「
死
霊
の
集

ま
る
場
」
と
「
死
霊
と
の
交
流
の
場
」
と
い
う
二
つ
の
恐
山
像
と
し
て
表
出
し
て
い
る
。
各
紙
が
こ
ぞ
っ
て
取
り
上
げ
た
後
者
が
、《
イ
タ
コ
》
の
宗
教
性
に
依

存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。 

記
事
に
生
じ
た
変
化
は
、
そ
の
見
出
し
に
顕
著
で
あ
る
。
「
「
恐
山
」
へ
死
霊
と
話
し
に
行
く
」
【

24
】
、
「
こ
の
夏
、
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
異
次
元
空
間
へ
体
験

ト
リ
ッ
プ
」【

28
】
、「
「
霊
」
。
遇
い
た
か
っ
た
ら
こ
の
場
所
へ
！
」【

29
】
、「
み
ち
の
く
恐
山
へ
〝
死
者
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
〟
を
聞
き
に
行
く
！
」【

31
】
、「
恐

山
で
父
と
会
う
」
【

33
】
と
い
っ
た
一
連
の
見
出
し
か
ら
見
て
取
れ
る
の
は
、
恐
山
な
ら
び
に
《
イ
タ
コ
》
の
宗
教
性
を
受
容
す
る
主
体
の
変
化
で
あ
る
。
こ

こ
で
「
話
し
に
行
く
」
「
聞
き
に
行
く
」
の
主
体
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
「
東
北
の
人
々
」
や
「
素
朴
な
地
方
人
」
で
は
な
く
、
記
事
の
「
書
き
手
」
お

よ
び
「
読
み
手
」
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
変
化
は
、
言
説
自
体
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
各
地
の
「
「
背
筋
に
冷
水
」
ス
ポ
ッ
ト
」
を
紹
介
し
た
「
日
本
、
大
霊
界
観
光
」【

28
】

で
は
、
恐
山
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。 

 

恐
山
を
強
烈
な
霊
体
験
の
地
と
し
て
い
る
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
！
霊
媒
イ
タ
コ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
盲
目
の
女
性
。
彼
女
ら
は
、
依
頼
を
受
け
、
何
年
何
月
に
死

ん
だ
と
い
う
死
者
の
霊
を
呼
び
出
す
。
（
中
略
） 

霊
媒
が
座
り
、
死
者
た
ち
の
幻
が
彷
徨
す
る
世
界
。
恐
山
は
、
目
に
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
の
混
在
す
る
聖
な
る
空
間
で
あ
る
。
こ
の
地
に
立
ち

尽
く
し
た
と
き
、
あ
な
た
の
魂
は
肉
体
を
離
れ
永
遠
の
時
を
さ
ま
よ
い
は
じ
め
る
。
［
七
七
頁
］ 

 

 

「
霊
体
験
の
地
」「
あ
な
た
の
魂
は
…
さ
ま
よ
い
は
じ
め
る
」
と
い
う
表
現
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
文
中
で
規
定
さ
れ
て
い
る
恐
山
と
《
イ
タ
コ
》
の
〝
利
用

〟
主
体
は
、
紛
れ
も
な
く
読
者
で
あ
る
。
同
様
の
傾
向
は
「
ニ
ッ
ポ
ン
怪
奇
大
系
」
【

31
】
に
も
確
認
さ
れ
、
こ
こ
で
も
「
死
の
世
界
と
生
の
世
界
が
シ
ン
ク 
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【表3-2】1970年代～80年代の〈イタコ〉関連記事一覧
番号 年 月 日 記事名 雑誌名

1 1970 12 26 「祈とう師のお告げ」で息子を殺したなんて！ 女性自身
2 1971 1 8 “神サマ”のお告げで息子をなぶり殺す 週刊朝日
3 1971 1 25 これが現代の「異能人間」：イタコ　人間の禁忌をえぐる盲女群 週刊サンケイ
4 1971 5 追跡レポート　“キツネツキ”息子殺し 問題小説
5 1973 7 今月のドライブ：妖気漂う恐山大祭へ 旅
6 1973 9 谷間 文学界
7 1973 11 5 関京子さんの父　寒風の恐山で大場助教授の霊と対決！ ヤングレディ
8 1974 1 「旅」写真コンテスト入選作品　恐山冬日 旅
9 1974 8 黄泉の国への仲介者：下北・恐山の巫女たち 旅
10 1975 7 郷愁の夏祭りガイド 東日本　恐山大祭 旅
11 1975 10 31 旅支度（153）：恐山（青森県） 週刊朝日
12 1976 11 総特集：死とは何か　イタコ信仰における死の世界 伝統と現代
13 1977 7 14 北から南から：あすなろ国体と夏祭り アサヒ芸能
14 1980 8 3 人間百景・ここに生きる（71）：恐山のイタコ 週刊明星
15 1980 8 5 イタコの口寄せによって彼岸から甦った6人（恐山大祭①） 週刊女性
16 1985 11 読者投稿わが思い出の古寺 旅

17 1986 6 12
ナウのしくみ（85）：
さっそく恐山で語り始めちゃった岡田有希子たちの霊の録音テープ

週刊文春

18 1986 10 私が勧める東北6000円の宿　青森県下北半島・恐山宿坊 旅
19 1987 7 28 恒例　恐山大祭② 週刊女性
20 1987 9 ローカル・ガイド　恐山彼岸への旅 藝術新潮
21 1988 5 27 同行ルポ　霊界広報マン丹波哲郎の「恐山」探訪記 週刊ポスト
22 1988 7 恐山霊幻紀 花も嵐も
23 1988 8 2 恒例　恐山大祭③ 週刊女性
24 1988 8 28 世紀末漂流（9）：「恐山」へ死霊と話しに行く 毎日グラフ
25 1988 9 東北　イタコが語る安寿姫　岩木・恐山紀行 旅
26 1989 7 6 神様にんげん百態　女神の肖像（49） アサヒ芸能
27 1989 8 1 恒例　恐山大祭④ 週刊女性
28 1989 8 9 日本大霊界観光 SPA！
29 1989 8 15 「霊」。遇いたかったらこの場所へ！ 女性自身
30 1989 8 15 恐山のイタコ　言語不明瞭、されど気分すっきり AERA

31 1989 8 24
ニッポン怪奇大系　みちのく恐山へ“死者からのメッセージ”を聞
きに行く！！

GORO

32 1989 9 1 恐山のイタコもビビッた！？さんまファミリーご乱行ツアー ザテレビジョン
33 1989 10 特集ビックリ霊界現象：霊界紀行　恐山で父と会う　  月刊ASAHI
34 1989 11 20 あるフィールドゲーム　一九八五年夏・恐山の光景 朝日ジャーナル臨
35 1989 12 27 PEOPLE showlumn：ものまねを超えた“イタコ芸”で新しい笑いを生む男PLAYBOY
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ロ
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
恐
山
。
は
た
し
て
、
キ
ミ
の
目
に
は
い
っ
た
い
何
が
う
つ
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
」［
二
八
頁
］
と
、
や
は
り
そ
の
宗
教
性
の
受
容
主
体

を
「
キ
ミ
」
と
い
う
名
の
読
者
に
求
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
「
霊
」
。
遇
い
た
か
っ
た
ら
こ
の
場
所
へ
！
」
【

29
】
で
は
、
そ
の
担
い
手
を
日
本
全
国
に
求
め
る

「
日
本
の
代
表
的
な
ミ
ス
テ
リ
ー
・
ゾ
ー
ン
」
［
五
二
頁
］
の
語
で
恐
山
を
紹
介
し
て
い
る
。 

ま
た
、「
ニ
ッ
ポ
ン
怪
奇
大
系
」【

31
】
で
は
記
者
の
要
望
に
よ
っ
て
、
一
九
八
六
年
に
亡
く
な
っ
た
タ
レ
ン
ト
岡
田
有
希
子
の
口
寄
せ
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

記
者
自
身
が
恐
山
で
《
イ
タ
コ
》
に
口
寄
せ
を
依
頼
す
る
試
み
は
、
他
に
も
「
世
紀
末
漂
流
（
９
）
」
【

24
】
や
「
霊
界
紀
行 

恐
山
で
父
と
会
う
」
【

33
】
で

確
認
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
一
九
六
〇
年
代
と
比
較
し
た
場
合
、
大
き
な
変
化
と
言
え
よ
う
。 

総
じ
て
述
べ
れ
ば
、
「
他
者
」
で
あ
っ
た
は
ず
の
《
イ
タ
コ
》
の
担
い
手
は
、
記
事
の
「
書
き
手
」
と
「
読
み
手
」
の
帰
属
す
る
「
我
々
」
へ
と
移
行
し
た
こ

と
に
な
る
。
こ
う
し
た
主
体
の
変
化
は
、
紀
行
文
の
文
章
表
現
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
一
九
六
〇
年
代
の
紀
行
文
が
「
他
者
」
の
文
脈
か
ら
《
イ
タ

コ
》
に
価
値
を
認
め
て
い
た
の
に
対
し
て
、
左
に
挙
げ
た
「
恐
山
霊
幻
記
」【

22
】
や
「
霊
界
紀
行 

恐
山
で
父
と
会
う
」【

33
】
は
、
書
き
手
自
身
の
実
感
や
、

書
き
手
に
と
っ
て
の
意
味
と
い
う
観
点
か
ら
《
イ
タ
コ
》
に
価
値
を
見
出
し
て
い
る
。
「
自
己
」
の
霊
性
や
精
神
に
重
き
を
置
く
こ
れ
ら
の
言
説
は
、
「
オ
カ
ル

ト
」
よ
り
も
、
む
し
ろ
当
該
ブ
ー
ム
と
時
を
同
じ
く
し
て
勃
興
し
、
対
象
や
ま
な
ざ
し
を
共
有
し
つ
つ
体
系
化
の
志
向
性
を
孕
ん
だ
「
精
神
世
界
」
の
枠
組
み

に
相
応
す
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

「
恐
山
霊
幻
紀
」
、
『
花
も
嵐
も
』
一
九
八
八
年
七
月
号 

現
世
と
来
世
、
娑
婆
と
冥
土
が
交
差
す
る
恐
山
。
下
北
半
島
の
頭
部
は
、
恐
山
を
中
心
と
し
た
マ
ン
ダ
ラ
と
い
え
な
く
も
な
い
。
そ
の
ホ
ゾ
に
は
大
宇

宙
の
霊
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
現
代
も
渦
巻
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
霊
感
を
引
き
寄
せ
る
媒
体
が
、
イ
タ
コ
な
の
だ
ろ
う
。
［
一
〇
九
頁
］ 

 「
ビ
ッ
ク
リ
霊
界
現
象
：
霊
界
紀
行 

恐
山
で
父
と
会
う
」
、
『
月
刊
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｈ
Ｉ
』
一
九
八
九
年
一
〇
月
号 

イ
タ
コ
さ
ん
の
哀
切
な
「
口
寄
せ
」
に
よ
っ
て
、
科
学
的
合
理
性
の
枠
組
み
か
ら
解
き
放
た
れ
た
だ
け
で
も
十
分
に
新
鮮
で
あ
っ
た
。「
恐
山
」
と
は
私
に

と
っ
て
前
近
代
的
迷
妄
の
渦
巻
く
地
へ
の
逆
行
で
は
な
く
、
脱
近
代
的
価
値
を
探
し
は
じ
め
る
旅
の
出
発
点
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
［
八
三
頁
］ 
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 一
九
七
〇
年
代
に
始
ま
る
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
は
、
そ
れ
ま
で
「
他
者
」
の
領
域
に
あ
っ
た
《
イ
タ
コ
》
を
「
我
々
」
の
領
域
へ
と
編
入
し
た
。
そ
れ
は
、

従
来
の
「
我
々
」
に
と
っ
て
価
値
を
持
た
な
か
っ
た
《
イ
タ
コ
》
の
宗
教
性
が
、「
オ
カ
ル
ト
」
と
し
て
再
発
見
さ
れ
る
こ
と
で
生
じ
た
変
化
で
あ
り
、
こ
れ
に

よ
っ
て
、
《
イ
タ
コ
》
は
「
他
者
の
文
化
」
か
ら
「
我
々
の
神
秘
な
る
知
」
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宗
教
性
の
受
容
主
体
の
変
化
は
、
記
事
に
お

け
る
口
寄
せ
の
提
示
方
法
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。 

 

 

３ 

口
寄
せ
の
提
示
方
法 

 

先
述
の
通
り
、『
Ｇ
Ｏ
Ｒ
Ｏ
』
一
九
八
九
年
八
月
二
四
日
号
で
は
、
記
者
の
要
望
に
よ
っ
て
岡
田
有
希
子
の
口
寄
せ
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
が
他
の
記

事
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
口
寄
せ
さ
れ
る
故
人
が
記
者
だ
け
で
な
く
、
読
者
に
よ
っ
て
も
認
知
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
記

者
自
身
の
親
族
の
霊
が
降
ろ
さ
れ
る
ケ
ー
ス
と
は
違
い
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
る
口
寄
せ
の
内
容
は
読
者
に
と
っ
て
も
十
分
に
意
味
を
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

読
者
を
〝
受
容
者
〟
と
し
、
雑
誌
を
媒
介
と
し
て
《
イ
タ
コ
》
の
口
寄
せ
が
そ
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
口
寄
せ
の
内
容
自

体
に
重
き
を
置
く
も
の
が
、（
三
）
の
口
寄
せ
を
焦
点
化
し
た
記
事
で
あ
り
、
読
者
を
宗
教
性
の
受
容
者
と
規
定
す
る
点
で
、
こ
れ
も
ま
た
主
体
の
変
化
を
示
す

と
言
え
る
。 

（
三
）
の
大
半
を
占
め
る
の
は
、
『
週
刊
女
性
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
「
恐
山
大
祭
」
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
記
事
で
あ
る
（
写
真

3
‐

1
）
。
こ
れ
は
亡
く
な

っ
た
有
名
人
の
霊
を
《
イ
タ
コ
》
が
口
寄
せ
す
る
と
い
う
内
容
の
も
の
で
、
一
九
八
〇
年
か
ら
九
三
年
ま
で
に
合
計
九
回
の
掲
載
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
名
称

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
毎
年
七
月
二
〇
日
か
ら
二
四
日
に
行
わ
れ
る
恐
山
の
夏
季
大
祭
を
意
識
し
た
企
画
で
、
そ
の
記
事
は
一
年
に
一
度
、
七
月
下
旬
か
ら

八
月
上
旬
に
掲
載
さ
れ
る
「
季
節
も
の
」
と
い
っ
た
扱
い
で
あ
っ
た
。
初
出
は
『
週
刊
女
性
』
一
九
八
〇
年
八
月
五
日
号
【

15
】
だ
が
、
二
回
目
の
掲
載
は
そ

れ
か
ら
七
年
後
の
一
九
八
七
年
七
月
二
八
日
号
【

19
】
を
待
た
ね
ば
な
ら
ず
、
よ
っ
て
当
初
は
毎
年
恒
例
の
企
画
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
二

回
目
以
降
は
一
九
九
三
年
ま
で
毎
年
実
施
さ
れ
て
お
り
、
一
九
九
〇
年
に
は
美
空
ひ
ば
り
の
一
周
忌
を
受
け
て
臨
時
の
口
寄
せ
も
行
わ
れ
て
い
る
。
通
常
、
一

度
の
企
画
で
七
名
ほ
ど
の
口
寄
せ
が
な
さ
れ
て
い
る
。 
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「
恐
山
大
祭
」
シ
リ
ー
ズ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
口
寄
せ
さ
れ
た
内
容
の
提
示
方
法
で
あ
る
。
次
の
引
用
は
一
九
八
八
年
八
月
二
日
号
【

23
】
に
掲
載
さ
れ

た
、
俳
優
・
有
島
一
郎
の
項
目
で
あ
る
。 

 

 
 

有
島
一
郎
さ
ん
（
享
年

71
歳
）
Ｓ

62
・

7
・

20 

心
不
全 

 
 

 

死
の
直
前
、
「
仕
事
が
し
た
い
」
と
い
い
続
け
た
名
脇
役
。
『
暴
れ
ん
坊
将
軍
』
で
共
演
し
た
松
平
健
に
謝
り
、
妻
と
３
人
の
娘
に
は
励
ま
し
の
言
葉
を

―
―
。 

「
子
供
た
ち
を
持
っ
た
か
ぎ
り
は
立
派
に
育
て
ね
ば
な
ら
な
い
、
妻
が
い
る
か
ぎ
り
は
幸
せ
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
雨
の
日
も
風
の
日
も
頑
張
っ
た
。 

こ
ん
な
私
で
も
、
あ
っ
ち
か
ら
、
こ
っ
ち
か
ら
、
み
ん
な
に
仕
事
を
頼
ま
れ
あ
り
が
た
か
っ
た
。
１
年
も
前
か
ら
、
ど
う
も
頭
の
具
合
が
よ
く
な
か
た

ん
だ
。
と
き
ど
き
め
ま
い
も
し
た
が
、
苦
し
い
と
い
う
と
君
が
心
配
す
る
と
思
い
、
黙
っ
て
い
た
ん
だ
。 

せ
め
て

80
ま
で
生
き
て
、
君
を
の
ん
び
り
さ
せ
て
や
り
た
か
っ
た
が
、
今
で
は
叶
わ
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
運
命
と
諦
め
て
ほ
し
い
。 

来
年
の
１
月
、
こ
ん
ど
は
君
が
身
体
を
悪
く
す
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
気
を
つ
け
る
ん
だ
よ
。 

娘
た
ち
も
幸
せ
に
な
っ
て
お
く
れ
よ
。
私
も
草
葉
の
陰
で
祈
っ
て
い
る
か
ら
ね
。 

健
ち
ゃ
ん
、
君
に
は
ほ
ん
と
に
申
し
訳
な
い
。
も
う
１
度
、
君
と
一
緒
に
時
代
劇
を
や
り
た
か
っ
た
。
い
ま
で
も
、
こ
こ
で
ド
ラ
マ
の
台
本
を
読
ん
で

い
る
ん
だ
よ
」
［
五
五
頁
］ 

 

右
の
引
用
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
当
シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
口
寄
せ
の
提
示
方
法
に
は
大
き
く
三
つ
の
特
徴
が
見
受
け
ら
れ
る
。 

第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
口
寄
せ
の
省
略
」
で
あ
る
。
民
俗
文
化
と
し
て
の
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
は
、
「
カ
ミ
寄
せ
→
ホ
ト
ケ
呼
び
→
口
説

く

ど

き

→
ホ
ト
ケ
送
り

→
カ
ミ
送
り
」
と
い
っ
た
行
程
を
経
る
の
が
通
例
と
さ
れ
、
死
霊
の
語
り
に
当
た
る
口
説
の
部
分
が
即
興
、
そ
れ
以
外
の
部
分
は
決
め
ら
れ
た
詞
章
の
存
在
す

る
定
形
と
さ
れ
る
１
８

。
こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
紙
面
上
の
口
寄
せ
は
口
説
の
み
を
抜
粋
し
て
掲
載
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
定
形
部
分
は
全
て
省
略
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。 
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写真 3－1 『週刊女性』1993 年 7 月 27 日号  

第
二
に
、
「
決
ま
り
ご
と
の
省
略
」
で
あ
る
。
「
恐
山
大
祭
」
シ
リ
ー
ズ
で
は

基
本
的
に
亡
く
な
っ
て
か
ら
ま
だ
日
の
浅
い
故
人
の
霊
を
呼
ぶ
傾
向
に
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
読
者
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
重
要
視
す
る
週
刊
誌
の
特
性
も
少
な
か

ら
ず
影
響
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
民
俗
文
化
の
領
域
に
目
を
移
し
た

場
合
、
各
地
の
イ
タ
コ
マ
チ
に
は
、
少
な
く
と
も
死
後
百
日
を
過
ぎ
て
い
な
い

ホ
ト
ケ
は
降
ろ
せ
な
い
と
い
う
「
決
ま
り
ご
と
」
が
確
認
さ
れ
る
１
９

。
ま
た
、

普
段
の
巫
業
で
も
、
や
は
り
死
後
の
日
数
に
応
じ
て
ホ
ト
ケ
の
区
別
が
な
さ
れ

て
お
り
、
桜
井
に
よ
れ
ば
、
津
軽
・
南
部
・
下
北
地
方
の
イ
タ
コ
が
実
行
す
る

の
は
、
基
本
的
に
「
古
い
ホ
ト
ケ
」
を
対
象
と
し
た
古
口
寄
せ
で
、
こ
こ
で
も

新
古
の
判
断
基
準
を
死
後
百
日
と
す
る
例
が
多
い
と
い
う
２
０

。 

仮
に
死
後
百
日
と
い
う
基
準
に
即
し
た
場
合
、
紙
上
で
口
寄
せ
さ
れ
た
大
平

正
芳
【

15
】
、
鶴
田
浩
二
【

19
】
、
殿
山
泰
司
【

27
】
、
土
家
歩
（
一
九
九
〇
年

八
月
七
日
号
）
、
藤
山
寛
美
（
同
）
、
高
峰
三
枝
子
（
同
）
、
ジ
ー
ン
（
女
性
タ
レ

ン
ト
・
マ
リ
ア
ン
の
母
親
、
一
九
九
一
年
七
月
三
〇
日
号
）
、
尾
崎
豊
（
一
九
九

二
年
七
月
二
八
日
号
）
、
い
ず
み
た
く
（
同
）
と
い
う
面
々
は
、
命
日
か
ら
雑
誌

の
発
行
日
ま
で
に
百
日
を
経
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
霊
を
降
ろ
せ
な
い
こ
と
に

な
る
。
だ
が
「
恐
山
大
祭
」
に
お
い
て
、
死
後
の
日
数
に
基
づ
く
ホ
ト
ケ
の
制

約
が
、
「
決
ま
り
ご
と
」
と
し
て
明
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
２
１

。 

「
決
ま
り
ご
と
の
省
略
」
は
、
伝
統
的
要
素
の
削
ぎ
落
と
し
に
よ
る
口
寄
せ

の
簡
略
化
と
い
う
点
で
、
先
の
「
口
寄
せ
の
省
略
」
と
呼
応
す
る
。
簡
略
化
の
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操
作
に
よ
っ
て
、
民
俗
文
化
と
し
て
の
口
寄
せ
は
、
こ
れ
を
共
有
し
な
い
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
も
理
解
し
や
す
い
も
の
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

こ
れ
ら
の
特
徴
に
加
え
て
、
三
つ
目
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
「
口
寄
せ
の
標
準
語
化
」
で
あ
る
。
口
寄
せ
は
基
本
的
に
、
民
俗
文
化
と
し
て
の
イ
タ
コ
を
担
う

地
域
社
会
で
使
用
さ
れ
る
言
葉
＝
方
言
で
行
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
近
年
は
変
化
し
て
い
る
も
の
の
、
口
寄
せ
で
は
従
来
ユ
ミ
ト
リ
（
父
）
、
ヘ
ラ
ト
リ
（
母
）
と

い
っ
た
独
特
の
語
彙
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
ゆ
え
に
、
地
域
外
部
の
者
に
と
っ
て
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
と
は
、
内
容
を
把
握
す
る
の
が
極
め
て
困
難
な
代
物
で
あ

っ
た
。
「
恐
山
大
祭
」
は
、
こ
う
し
た
口
寄
せ
を
標
準
語
に
直
す
こ
と
で
、
地
域
社
会
以
外
の
人
間
に
も
利
用
可
能
な
形
に
加
工
し
て
提
示
し
て
い
る
。 

つ
ま
り
、『
週
刊
女
性
』
の
「
恐
山
大
祭
」
は
〝
余
計
な
〟
伝
統
的
要
素
を
削
ぎ
落
と
し
、
そ
の
地
域
性
を
除
去
す
る
こ
と
で
、
よ
り
単
純
化
・
一
般
化
し
た

形
で
口
寄
せ
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ま
さ
に
、
《
イ
タ
コ
》
に
お
け
る
宗
教
性
の
受
容
主
体
の
変
化
を
如
実
に
示
す
証
左
と
な
り
得
よ
う
。 

 

第
四
節 

結
語 

 

一
九
七
〇
年
代
に
始
ま
る
日
本
の
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
は
、《
イ
タ
コ
》
の
担
い
手
を
「
他
者
」
か
ら
「
我
々
」
へ
と
転
換
し
た
。
こ
れ
は
従
来
、「
我
々
」

に
と
っ
て
無
価
値
な
も
の
と
し
て
「
他
者
」
の
領
域
に
追
い
や
ら
れ
て
き
た
《
イ
タ
コ
》
の
宗
教
性
が
、
「
我
々
」
に
と
っ
て
価
値
を
持
つ
「
オ
カ
ル
ト
」
と
し

て
〝
発
見
〟
さ
れ
る
過
程
で
生
じ
た
変
化
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、《
イ
タ
コ
》
の
宗
教
性
が
「
大
衆
」
の
消
費
対
象
化
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
宗
教
性
自
体
が
「
大
衆
」
に
開
か
れ
た
と
い
う
点
で
は
、
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
こ
そ
が
、
大
衆
文
化
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
の
確
立･

定
着
に
お

い
て
極
め
て
重
要
な
転
機
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
一
連
の
変
化
に
お
い
て
、《
イ
タ
コ
》
の
宗
教
性
に
価
値
の
転
換
が
生
じ
た
最
大
の
要
因
、
そ

れ
は
「
我
々
」
自
身
の
立
ち
位
置
の
変
化
で
あ
る
。 

「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
以
前
の
《
イ
タ
コ
》
に
お
け
る
「
我
々
」
と
は
、
基
本
的
に
「
合
理
的
世
界
の
住
人
」
と
し
て
想
定
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
は
「
非
合
理
の
世
界
に
生
き
る
者
」
と
し
て
の
「
他
者
」
と
対
置
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
二
者
の
関
係
が
対
等
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
本
論
で
確
認
し
て

き
た
《
イ
タ
コ
》
の
在
り
様
か
ら
も
明
ら
か
だ
。
「
奇
習
」
「
文
化
」
い
ず
れ
の
評
価
が
下
さ
れ
る
に
せ
よ
、
《
イ
タ
コ
》
を
担
う
「
他
者
」
の
価
値
を
決
定
す
る

立
場
に
あ
っ
た
の
は
常
に
「
我
々
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
我
々
」
は
「
他
者
」
に
対
し
て
優
位
に
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
権
力
関
係
を
保
証
し
て
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い
た
も
の
、
そ
れ
は
「
合
理
」
の
「
非
合
理
」
に
対
す
る
優
位
と
い
う
近
代
以
降
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
。 

近
代
化
の
反
動
・
「
非
合
理
の
復
権
」
と
し
て
生
じ
た
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
と
は
、
こ
う
し
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
倒
を
意
図
し
た
現
象
で
あ
り
、
結
果
と
し

て
、
「
我
々
」
は
「
合
理
主
義
者
」
か
ら
「
非
合
理
を
受
容
す
る
主
体
」
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
《
イ
タ
コ
》
の
宗
教
性
は
〝
価

値
あ
る
も
の
〟
と
し
て
「
我
々
」
の
領
域
へ
と
編
入
さ
れ
、「
他
者
（
非
合
理
）
」
と
「
我
々
（
合
理
）
」
と
い
う
従
来
の
権
力
構
造
に
つ
い
て
も
解
消
さ
れ
る
に

至
っ
た
と
解
さ
れ
る
。 

た
だ
し
、「
他
者
」
に
付
さ
れ
て
い
た
「
東
北
地
方
の
住
民
」「
素
朴
な
地
方
人
」「
辺
土
の
民
」
等
の
呼
称
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、「
合
理
」
対
「
非
合
理
」

に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
我
々
」
対
「
他
者
」
と
い
う
権
力
関
係
の
背
後
に
は
、
さ
ら
に
「
中
央
」
対
「
地
方
」
と
い
っ
た
構
図
の
内
在
が
予
想
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、

今
後
は
こ
う
し
た
権
力
関
係
の
重
層
性
の
中
に
「
合
理
」
対
「
非
合
理
」
の
関
係
を
位
置
付
け
、
捉
え
て
い
く
作
業
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。 

ま
た
、
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
以
前
の
「
我
々
」
に
言
及
し
て
お
け
ば
、
確
か
に
当
時
の
「
我
々
」
は
「
合
理
主
義
者
」
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
置
か
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
一
九
六
〇
年
代
の
時
点
で
既
に
《
イ
タ
コ
》
が
ブ
ー
ム
と
な
り
、
国
外
に
前
近
代
的
習
俗
を
求
め
る
「
《
秘
境
》
ブ
ー
ム
」
が
生
じ
て
い
た
よ
う

に
、
そ
の
担
い
手
自
体
は
「
他
者
」
と
措
定
さ
れ
な
が
ら
も
、「
合
理
主
義
者
」
と
し
て
の
「
我
々
」
に
は
非
合
理
に
対
す
る
希
求
が
内
在
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、

一
九
七
〇
年
代
に
起
き
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
チ
ェ
ン
ジ
と
「
我
々
」
の
変
容
と
は
、
決
し
て
突
発
的
に
発
生
し
た
現
象
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
れ
以
前
の
「
我
々
」

の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

以
上
の
よ
う
な
表
象
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
転
換
が
、
仮
に
も
表
象
の
受
容
者
で
あ
る
「
大
衆
」
を
通
じ
て
民
俗
文
化
領
域
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
口
寄
せ
の
利
用
主
体
の
拡
大
と
い
う
、
民
俗
文
化
の
脱
地
域
化
に
寄
与
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
実
相
に
つ
い
て
は
、
第
二
部
第
八
章
、
第
一

〇
章
、
第
一
二
章
に
て
検
討
を
行
い
た
い
。 
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１ 

主
に
「
巫
女
の
集
う
恐
山
の
妖
気
」
（
『
旅
』
一
九
六
〇
年
四
月
号
）
、
「
死
霊
を
呼
び
出
す
恐
山
の
巫
女
」
（
『
週
刊
現
代
』
同
年
八
月
一
四
日
号
）
、
「
三
途
川

の
向
う
岸
」
（
『
オ
ー
ル
読
物
』
同
年
一
〇
月
号
）
、
「
巫
女
が
呼
ぶ
恐
山
の
地
獄
極
楽
」
（
『
歴
史
読
本
』
同
年
一
二
月
号
）
。 

２ 

堀
一
郎
「
こ
の
世
と
あ
の
世
」（
『
読
売
新
聞
（
朝
刊
）
』
一
九
六
三
年
七
月
二
八
日
付
）
、
柳
川
啓
一
「
下
北
半
島
の
オ
シ
ラ
サ
マ
」（
『
読
売
新
聞
（
朝
刊
）
』

一
九
六
四
年
八
月
一
六
日
付
）
。 

３ 

出
典
は
順
に
、
「
お
ん
な
百
景
」
、
「
博
徒
の
笑
い
・
恐
山
の
涙
」
、
「
妖
気
の
山
頂
・
恐
山
の
巫
女
の
正
体
」
。 

４ 

飯
倉
義
之
「
美
し
い
地
球
の
〈
秘
境
〉
―
〈
オ
カ
ル
ト
〉
の
揺
籃
と
し
て
の
一
九
六
〇
年
代
〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
」
、
吉
田
司
雄
編
『
オ
カ
ル
ト
の
惑
星
』
青

弓
社
、
二
〇
〇
九
年
。 

５ 

記
事
に
よ
る
と
、
亡
く
な
っ
た
息
子
は
一
ヶ
月
ほ
ど
前
か
ら
体
調
を
崩
し
て
お
り
、
そ
れ
を
心
配
し
た
母
親
が
「
イ
タ
コ
」
に
み
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、「
魔

物
が
つ
い
て
い
る
」
と
告
げ
ら
れ
た
こ
と
が
、
事
件
の
発
端
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
見
出
し
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
朝
日
新
聞
』
で
は
事
件
の
背
後
に
存

在
す
る
民
間
宗
教
者
を
一
貫
し
て
「
イ
タ
コ
」
と
報
じ
て
い
る
。
な
お
、
同
日
付
の
『
読
売
新
聞
（
朝
刊
）
』
の
場
合
、
「
〝
祈
と
う
師
の
お
告
げ
〟 

母
親
が

む
す
こ
殺
す
」
と
し
て
、
見
出
し
自
体
に
「
イ
タ
コ
」
の
語
は
使
用
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
津
軽
半
島
の
東
岸
に
位
置
す
る
蟹
田
町
を
説
明
す
る
の
に
、
わ

ざ
わ
ざ
「
〝
イ
タ
コ
（
祈
と
う
師
）
〟
で
有
名
な
同
県
む
つ
市
の
恐
山
の
対
岸
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
、
加
え
て
、
「
イ
タ
コ
」
に
括
弧
書
き
で
「
祈
と
う
師
」

の
文
字
を
添
え
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
見
出
し
の
「
祈
と
う
師
」
は
「
イ
タ
コ
」
を
指
す
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

「
現
代
人
」
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
有
す
る
こ
の
事
件
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
雑
誌
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
地
域
社
会
に
残
る
「
迷

信
」「
因
習
」
が
引
き
起
こ
し
た
事
件
と
伝
え
る
点
で
は
、
雑
誌
記
事
と
新
聞
報
道
と
の
間
に
差
異
は
な
い
。
た
だ
一
つ
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
記
事

が
お
告
げ
を
下
し
た
民
間
宗
教
者
を
「
イ
タ
コ
」
で
は
な
く
、
「
ゴ
ミ
ソ
」
ま
た
は
「
神
サ
マ
」
「
カ
ミ
サ
マ
」
と
伝
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
『
女
性
自
身
』
一
九

七
〇
年
一
二
月
二
六
日
号
の
「
「
祈
と
う
師
の
お
告
げ
」
で
息
子
を
殺
し
た
な
ん
て
！
」
に
よ
れ
ば
、
母
親
が
訪
ね
た
の
は
「
ゴ
ミ
ソ
と
呼
ば
れ
る
〝
祈
と
う
師

〟
」
［
一
六
八
頁
］
で
あ
り
、
「
通
称
〝
高
山
様
〟
と
呼
ば
れ
、
旧
西
津
軽
郡
車
力
村
牛
潟
に
あ
る
高
山
稲
荷
の
信
者
」
［
一
六
九
頁
］
だ
っ
た
と
い
う
。 

と
は
言
え
、
新
聞
と
い
う
信
憑
性
の
高
い
媒
体
が
伝
え
た
第
一
報
の
イ
ン
パ
ク
ト
、
ま
た
訂
正
記
事
に
お
い
て
も
、
結
局
は
イ
タ
コ
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ

る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
蟹
田
の
事
件
を
め
ぐ
る
一
連
の
報
道
は
、「
迷
信
」
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
像
を
多
く
の
人
々
に
提
示
す
る
結
果
と
な
っ

た
と
言
え
よ
う
。 

６ 

当
時
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
金
子
毅
「
オ
カ
ル
ト
・
ジ
ャ
パ
ン
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
―
裏
か
ら
見
た
高
度
成
長
」
（
一
柳
廣
孝
編
『
オ
カ
ル
ト
の
帝
国
』
青
弓

社
、
二
〇
〇
六
年
）
に
詳
し
い
。 

７ 

小
城
英
子
「
バ
ラ
エ
テ
ィ
化
す
る
宗
教
と
テ
レ
ビ
」
（
石
井
研
士
編
『
バ
ラ
エ
テ
ィ
化
す
る
宗
教
』
青
弓
社
、
二
〇
一
〇
年
）
に
よ
れ
ば
、
一
九
七
〇
年
代

に
始
ま
っ
た
テ
レ
ビ
番
組
に
お
け
る
「
不
思
議
現
象
」
ブ
ー
ム
は
、
一
九
九
五
年
の
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
を
境
に
大
き
く
変
容
し
た
と

さ
れ
る
。
こ
う
し
た
テ
レ
ビ
の
動
向
を
鑑
み
た
場
合
、
活
字
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
も
、
や
は
り
九
五
年
の
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
が
一
つ
の
大
き
な
転
換
点
と
な

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 

８ 

「
オ
カ
ル
ト
」
の
定
義
に
関
し
て
は
、
井
上
順
孝
編
『
現
代
宗
教
事
典
』
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
、
石
川
弘
義
他
編
『
大
衆
文
化
事
典
』
（
弘
文
堂
、
一

九
九
一
年
）
、
ミ
ル
チ
ア
・
エ
リ
ア
ー
デ
、
楠
正
弘
・
池
上
良
正
訳
『
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
・
魔
術
・
文
化
流
行
』
（
未
來
社
、
一
九
七
八
年
）
等
を
参
照
し
た
。 

９ 

島
薗
進
「
イ
ノ
チ
と
救
い
―
二
元
的
宗
教
構
造
の
理
論
枠
組
み
を
超
え
て
」
、
山
折
哲
雄
・
川
村
邦
光
編
『
民
俗
宗
教
を
学
ぶ
』
世
界
思
想
社
、
一
九
九
九

年
、
一
〇
三
―
一
〇
六
頁
。 
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１
０ 
一
柳
廣
孝
「
は
じ
め
に
」
、
一
柳
廣
孝
編
『
オ
カ
ル
ト
の
帝
国
―
１
９
７
０
年
代
の
日
本
を
読
む
―
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
〇
頁
。
吉
田
司
雄
「
は

じ
め
に
」
、
吉
田
司
雄
編
『
オ
カ
ル
ト
の
惑
星
―
１
９
８
０
年
代
、
も
う
一
つ
の
世
界
地
図
―
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
九
年
、
一
一
頁
。 

１
１ 

エ
リ
ア
ー
デ
、
ミ
ル
チ
ア
著 

楠
正
弘
・
池
上
良
正
訳
『
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
・
魔
術
・
文
化
流
行
』
未
來
社
、
一
九
七
八
年
、
一
〇
八
‐
一
一
一
頁
。 

１
２ 

西
山
茂
「
霊
術
系
新
宗
教
の
台
頭
と
二
つ
の
「
近
代
化
」
」
、
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
近
代
化
と
宗
教
ブ
ー
ム
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
〇
年
、

七
三
‐
七
八
頁
。
。 

１
３ 

一
柳
廣
孝
『
〈
こ
っ
く
り
さ
ん
〉
と
〈
千
里
眼
〉
』
講
談
社
、
一
九
九
四
年
。 

１
４ 

大
宅
壮
一
文
庫
の
所
蔵
資
料
に
関
し
て
は
、
『
雑
誌
記
事
索
引
総
目
録
』
と
「
大
宅
壮
一
文
庫
雑
誌
記
事
索
引
検
索
Ｗ
ｅ
ｂ
版
」
（
一
九
八
八
年
以
降
）
を

使
用
し
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、『
雑
誌
記
事
索
引
総
目
録 

件
名
編
６
（
１
８
７
５
年
‐
１
９
８
４
年
）
』『
雑
誌
記
事
索
引
総
目
録 

１
９
８
８
‐
１
９
９
５ 

件
名
編
５
』
の
「
恐
山
（
イ
タ
コ
）
」
の
項
を
参
照
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
「
イ
タ
コ
」
の
語
で
検
索
を
行
っ
た
。
ま
た
、
日
本
交
通
公
社
が
作
成
す
る
雑
誌
『
旅
』

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
併
用
し
、
こ
ち
ら
に
関
し
て
は
「
イ
タ
コ
」
と
「
恐
山
」
の
語
で
検
索
を
行
っ
た
。 

１
５ 

飯
倉
義
之
「
〈
霊
〉
は
清
か
に
見
え
ね
ど
も
―
「
中
岡
俊
哉
の
心
霊
写
真
」
と
い
う
〈
常
識
〉
」
、
一
柳
廣
孝
編
『
オ
カ
ル
ト
の
帝
国
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
六

年
、
一
七
七
頁
。 

１
６ 

『
週
刊
少
年
マ
ガ
ジ
ン
』
一
九
七
三
年
一
二
月
二
日
号
。 

１
７ 

国
立
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
中
岡
の
著
作
に
お
い
て
、「
イ
タ
コ
」
の
記
述
が
最
も
早
く
に
確
認
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、『
世
界
霊
魂
物
語
』（
波
書

房
、
一
九
六
八
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

１
８ 

文
化
庁
文
化
財
保
護
部
『
巫
女
の
習
俗

Ⅱ
』
国
土
地
理
協
会
、
一
九
八
六
年
、
五
五
―
六
二
頁
。 

１
９ 

桜
井
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム 

上
巻
』
、
一
三
二
頁
。 

２
０ 

桜
井
徳
太
郎
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム 

下
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
、
一
一
頁
。 

２
１ 

た
だ
し
、
一
九
八
九
年
八
月
一
日
号
に
限
っ
て
は
「
６
月

24
日
、
つ
い
に
命
の
火
が
消
え
た
美
空
ひ
ば
り
さ
ん
の
霊
は
、
３
５
日
を
経
な
い
た
め
天
空
に

舞
い
上
が
ら
ず
」
の
一
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
言
及
さ
れ
る
死
後
の
日
数
が
「
決
ま
り
ご
と
」
と
し
て
明
記
さ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。 
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第
四
章 

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
形
成
と
《
イ
タ
コ
》
の
増
殖
―
一
九
九
〇
年
代
以
降
― 

  

第
一
節 

問
題
の
所
在 

  

一
九
七
〇
年
代
に
端
を
発
し
、
一
九
九
〇
年
代
前
半
ま
で
継
続
し
た
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
の
波
は
、
一
九
九
五
年
に
生
じ
た
オ
ウ
ム
事
件
に
よ
っ
て
一
つ

の
区
切
り
を
迎
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
オ
カ
ル
ト
」
の
枠
組
み
が
も
た
ら
し
た
表
象
様
式
の
変
化
は
、
大
衆
に
お
け
る
「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
」
の
形
成
を
促

す
こ
と
で
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
《
イ
タ
コ
》
の
在
り
様
を
牽
引
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
」
と
は
、
言
わ
ず
と
知
れ
た
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
リ
ッ
プ
マ
ン
の
著
作
『
世
論
』
（
一
九
二
二
年
）
で
導
入
さ
れ
た
、
「
特
定
の
社
会
集
団
の

成
員
た
ち
に
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
固
定
的
、
画
一
的
な
観
念
や
イ
メ
ー
ジ
、
思
考
の
枠
組
み
」
１

を
示
す
概
念
で
あ
る
。
我
々
は
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
通
じ

て
外
界
と
接
す
る
こ
と
で
、
混
沌
状
態
の
現
実
環
境
を
容
易
に
認
知
し
、
安
定
的
な
世
界
像
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
生
起
す
る

「
現
実
」
は
、
あ
く
ま
で
省
略
や
強
調
や
誤
認
を
孕
む
、
疑
似
的
な
「
現
実
」
に
過
ぎ
な
い
。
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
い
う
観
念
自
体
を
含
め
、
意
識
の
中
に
構

築
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
環
境
（
外
界
に
つ
い
て
の
認
知
）
を
リ
ッ
プ
マ
ン
は
「
疑
似
環
境
」
と
呼
ん
だ
が
、
そ
の
生
成
に
寄
与
す
る
と
さ
れ
た
の
は
、

他
で
も
な
く
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。 

 

一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
の
新
聞
・
雑
誌
記
事
を
特
徴
付
け
る
の
は
、
個
々
の
文
脈
を
超
越
し
て
確
認
さ
れ
る
《
イ
タ
コ
》
の
比
喩
的
用
法
と
、

創
作
分
野
（
特
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
に
お
け
る
〝
利
用
〟
の
活
発
化
の
二
点
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
イ
タ
コ
に
関
す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
存
在
を

示
唆
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
体
現
し
、
強
化
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
本
章
で
は
、
前
者
の
分
析
に
よ
っ
て
イ
タ
コ
に
係
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
存
在
を

明
ら
か
に
し
、「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
と
の
相
関
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
後
者
の
局
面
か
ら
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
形
成
が
《
イ
タ
コ
》
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て

考
察
し
て
い
く
。 

  

第
二
節 

《
イ
タ
コ
》
の
比
喩
的
用
法
に
見
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
形
成 
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【
表

4
‐

1
】
は
、
一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
の
《
イ
タ
コ
》
に
関
す
る
新
聞
・
雑
誌
記
事
の
一
覧
表
で
あ
る
。
全
体
的
な
傾
向
に
言
及
し
て
お

け
ば
、
ま
ず
、
記
事
数
に
つ
い
て
は
一
九
九
〇
年
代
、
二
〇
〇
〇
年
代
共
に
六
〇
件
超
の
記
事
が
存
在
し
、
二
〇
一
〇
年
代
も
僅
か
三
年
の
間
に
四
五
件
と
、

非
常
に
多
く
の
記
事
が
産
出
さ
れ
て
い
る
。
と
は
言
え
、
前
述
の
事
情
に
よ
り
、「
オ
カ
ル
ト
」
の
よ
う
な
非
合
理
的
・
超
自
然
的
知
の
観
点
に
立
脚
し
た
記
事

は
、『
週
刊
女
性
』
一
九
九
三
年
七
月
二
三
日
号
の
「
恐
山
大
祭
」【
記
事
番
号
：
26
】（
以
下
、【 

】
内
は
全
て
【
表

4
‐

1
】
の
記
事
番
号
を
示
す
）
以
降
、

二
〇
〇
四
年
の
【

99
】
ま
で
皆
無
に
近
い
。
こ
の
手
の
表
象
が
息
を
吹
き
返
す
の
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
を
解
釈
格
子
と
し
た
「
非
合

理
の
復
権
」
、
い
わ
ゆ
る
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ブ
ー
ム
」
の
隆
盛
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
る
（
【

99
・

125
・

126
・

167
】
）
。 

 

こ
う
し
た
イ
タ
コ
を
取
り
上
げ
る
「
文
脈
」
の
問
題
と
は
別
に
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
記
事
に
は
、
あ
る
特
徴
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、《
イ
タ
コ
》
の

「
比
喩
表
現
」
と
し
て
の
使
用
と
い
う
、
表
象
形
式
に
関
わ
る
特
徴
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
一
文
は
、
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
が
自
身
の
仕
事
に
つ
い
て
表
現
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
な
り
代
わ
っ
て
表
現
す
る
＝
代
弁
者
」
と
い
う
状
況
を
「
イ
タ
コ
」
の
語
で
説
明
し
て
い
る
。 

 

「
働
く
：
橋
爪
ゆ
か
り
さ
ん 

「
私
は
私
よ
」
復
帰
を
決
心
」
【

81
】 

コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
の
仕
事
は
「
イ
タ
コ
」
と
同
じ
、
と
ず
っ
と
考
え
て
き
た
。
「
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
霊
が
と
り
つ
い
た
イ
タ
コ
状
態
に
な
っ
て
、
商
品

が
い
か
に
魅
力
的
か
、
表
現
す
る
ん
で
す
。 

 

比
喩
表
現
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
が
散
見
さ
れ
始
め
た
の
は
一
九
八
〇
年
代
の
こ
と
で
、
一
九
八
四
年
と
一
九
八
九
年
に
そ
れ
ぞ
れ
一
件
ず
つ
記
事
が
確
認

さ
れ
て
い
る
２

。
以
来
、
こ
の
表
現
を
含
む
記
事
は
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
産
出
さ
れ
続
け
て
き
た
。
【
表

4
‐

1
】
に
挙
げ
ら
れ
た
計
一
八
四
件
の
記
事
中
、
全
体

の
約
五
分
の
一
に
当
た
る
四
二
件
を
比
喩
表
現
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
が
占
め
る
状
況
は
、
そ
の
初
出
時
期
に
鑑
み
れ
ば
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
を
特
徴
付
け

る
動
向
と
し
て
十
分
注
目
に
値
し
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
は
一
つ
の
問
題
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
記
事
の
検
索
に
用
い
た
検
索
シ
ス
テ
ム
の
違
い
で
あ
る
。 

本
研
究
で
新
聞
記
事
の
検
索
に
使
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
聞
蔵

Ⅱ
ビ
ジ
ュ
ア
ル
」
（
『
朝
日
新
聞
』
）
お
よ
び
「
ヨ
ミ
ダ
ス
歴
史
館
」
（
『
読
売 
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【表4-1】《イタコ》関連記事一覧（1990年-2012年）
番号 年 月 日 記事名 掲載紙 比喩的用法

1 1990 2 4 よみもの：愁月記　三浦哲郎著 朝日新聞・朝刊

2 1990 2 8 This week：イタコも見つけられなかった「含有量世界一恐山の金」は誰のもの 週刊文春

3 1990 5 1 宇宙からのテレパシー　カリフォルニアの「イタコ」、宇宙を語る 週刊プレイボーイ ○

4 1990 6 23 批評＆批評：演劇「日本土民考〈１〉」　劇団1980 読売新聞･夕刊

5 1990 7 3 美空ひばりさんの霊が甦る　恐山のイタコ川守田トヨさんの口寄せで 週刊女性

6 1990 8 7 恐山大祭：イタコ川守田トヨさんの口寄せで　ああ天国からの声が聞こえる 週刊女性

7 1990 9 7 列島縦横：「秋景色ツアー」におじんギャルそっぽ　青森･津軽半島 朝日新聞・朝刊

8 1990 10 6 チャネリング、なぜ人気　つらい人生に元気づけ 朝日新聞・夕刊 ○
9 1990 12 21 現代人物誌：福島泰樹さん　歌人 朝日新聞・夕刊 ○

10 1990 12 26 空白への挑戦：「山びこ」「山芋」　人間教育の軌跡（39） 朝日新聞・夕刊 ○
11 1991 2 STARDUST：アイルランドのイタコ画家 芸術新潮 ○

12 1991 6 7 現代人物誌：愚安亭遊佐さん　ひとり芝居 朝日新聞・夕刊 ○

13 1991 7 9 青鉛筆：下北初の「イタコ堂」を建立　青森・大間町 朝日新聞・朝刊

14 1991 7 30 恐山大祭：あの世から声がきこえる！　イタコの口寄せで甦る新盆の有名人たち 週刊女性

15 1991 9 17 恐山のニューフェース　19歳と22歳のイタコ誕生 AERA

16 1991 9 27 余白を語る：いいだももさん 朝日新聞・夕刊

17 1991 10 12 日本原景：霊場＝青森・恐山　現世と来世が交錯　魂を揺さぶる聖地 読売新聞･夕刊

18 1991 10 19 日本原景：巫女＝青森・恐山　哀しげに響く口寄せ　死者と生者の“対面” 読売新聞･夕刊

19 1991 10 グラビア：にっぽん不思議探険特別篇　みちのく霊地巡礼　出羽三山・恐山・金華山 旅

20 1991 11 26 “イタコに向いている”「神のお告げで人生を決めました！」 女性自身

21 1992 7 28 恐山大祭：三途の川を渡ったスター　天国からの声 週刊女性

22 1992 8 6 ナウのしくみ（389）：恐山に新風！　20歳代“レディースイタコ”の妙に軽いノリのクチヨセ 週刊文春

23 1992 9 11 リレー・エッセー：「死」を想う「死」を語る アサヒグラフ

24 1993 1 11 日本各地の民俗　訪ねた40年の旅　桜井徳太郎さん「民俗探訪」刊行開始 読売新聞･朝刊

25 1993 2 インタビュー　ルポ・日本最後のイタコ　日向恵子（23歳） DENiM

26 1993 7 27 恐山大祭：イタコの小笠原ミヨウさんの口寄せで甦る　三途の川を渡ったスター・有名人 週刊女性

27 1993 8 17 夏祭りニューウェーブ：「昨日に会いたい」 朝日新聞・朝刊

28 1993 9 18 駒澤大学名誉教授・桜井徳太郎氏　民俗探訪シリーズが完結 読売新聞・夕刊

29 1993 10 20 新・名作歳時記：秋（3）　吉行淳之助「暗室」から（連載） 読売新聞・夕刊

30 1993 11 5 人間ウォッチング‘93：松村邦洋［現実と虚構の境界を笑いで結ぶ“イタコ芸”］ アサヒグラフ ○

31 1994 1 27 「おこんじょうるり」新演出で　ピアノ１台・歌手４人のオペラ 朝日新聞・夕刊

32 1994 6 15 珍日本紀行（61）：賽の河原2000体の地蔵尊に太宰も泣いただろうか SPA!

33 1994 8 4 女とは何か？男からの素朴な疑問 自由時間

34 1994 10 6 HON：「都並さんがぼくに乗り移りイタコ状態で書いたんです」『狂気の左サイドバック』 アサヒ芸能 ○

35 1994 10 15 情報ランド：岩波シネマカルチャーサロン 朝日新聞・夕刊

36 1995 3 6 私の失敗：「日本とゼーゼー…」　司会者・古舘伊知郎 朝日新聞・夕刊 ○

37 1995 4 10 話の港：東京、東北両電力が下北半島の四季を紹介する写真パンフレット作成 読売新聞･夕刊

38 1995 11 24 生老病死の旅路：祖父江孝男さんに聞く　「人間万事塞翁が馬」で 読売新聞・夕刊 ○

39 1996 5 18 経済クロスワードパズル　正解と当選者 朝日新聞・夕刊

40 1996 9 5 ニュース・スナップ：大物バンド続々再営業　「ロックは死んだ」か 朝日新聞･朝刊 ○
41 1997 5 18 絵は風景：田澤茂「日本の神々」「土俗も声」微細にからりと 読売新聞･朝刊

42 1997 5 25 記者が選ぶ：「アニミズムの世界」村武精一著 読売新聞・朝刊

43 1997 8 女の敵に勝つためのA to Z（4）：イタコ女とフェロモン女 UNO! ○

44 1997 10 31 霊魂が乗り移る「口寄せ」のプロ FRIDAY

45 1997 11 8 今日のノート：死者と生者 読売新聞・朝刊

46 1997 12 7 今日のノート：新しい歴史像 読売新聞･朝刊

47 1998 1 MY FAVORITE BOOK：猫沢ミエ　イタコ漫画万歳！ 月刊カドカワ 〇
48 1998 5 13 トーキングエクスプロージョン　エッジな人々（43） SPA! 〇
49 1998 7 19 著者に会いたい：うわさの神仏　日本闇世界めぐり　加門七海さん 朝日新聞・朝刊

50 1998 8 1 こちら編集部 朝日新聞・夕刊

51 1998 8 10 きくということ5：川村邦光　イタコに求める死者ならぬ自らの声 朝日新聞・夕刊

52 1998 8 11 今週をなっとく：恐山のイタコが人手不足！最新心霊スポットはココ 女性自身

53 1998 8 29 （あ）組公演「楽劇・女どん底」　様々な過去を持つ女たちを描く　兵庫 読売新聞･夕刊

54 1998 11 15 榎本孝明が恐山でロケ　フジテレビ系、20日放送の「金曜エンタテイメント」 読売新聞・朝刊

55 1999 3 24 特上！文化丼インタビュー　渋谷陽一 SPA! 〇
56 1999 4 9 ちいさい旅みーっつけた（63）：青森編 週刊朝日

57 1999 5 3 研研GO!GO!：仮想現実学　野原の散歩や拍手誘導 朝日新聞・朝刊 ○
58 1999 5 19 深夜番組たんけん隊：「原宿ふりふら堂」街の今の空気伝える 読売新聞・夕刊

59 1999 5 30 満月雑記帳（262）：イタコのごとく… サンデー毎日

60 1999 6 29 テレビ『タケシムケン』で話題！［美人イタコ］の本業は女社長 FLASH 〇
61 1999 9 18 恐山で「マクベス」だべ～　来月10日、仙台の劇団が全編東北弁で上演 読売新聞・夕刊

62 1999 10 3 本と人：「俺たちのニッポン」エバレット・ブラウンさん 読売新聞・朝刊

63 1999 10 14 百年のこと　第4部　仕事のすがた3：死者と語る時代の痛み 朝日新聞･朝刊

64 1999 11 18 顔：東北弁でシェークスピア劇を上演する　劇団の主宰者　下館和巳さん 読売新聞･朝刊

65 1999 11 わびさびたび（14）：恐山大祭の巻 小説すばる

66 2000 2 26 明治人・大正人（94）：民俗学者、元駒大学長・桜井徳太郎さん82（連載） 読売新聞・夕刊

67 2000 5 10 演劇：台所太平記・ねぶたの女　生きる勇気と喜び 朝日新聞・夕刊

68 2000 5 27 マガジン：魂論じる「東北学」第2号 読売新聞・夕刊

69 2000 6 10 西南にっぽん歴史考：万国の架け橋　沖縄の元気〈2〉大城立裕（寄稿連載） 読売新聞・夕刊

70 2000 6 26 文芸2000：6月　杉山正樹氏「寺山修司・遊戯の人」ほか（連載） 読売新聞・夕刊

71 2000 7 6 旅：金木町（青森）　太宰の明暗映す斜陽館　陽性の音色、津軽三味線の故郷 読売新聞・夕刊

72 2000 7 11 余響：2000年7月11日 読売新聞・夕刊 ○

73 2000 7 19 情報ランド：夏のイベント 読売新聞・朝刊

74 2000 7 24 東北版マクベス、英国デビューへ　恐山舞台の将軍暗殺劇 朝日新聞・夕刊

75 2000 8 11 いやしの景色：青森・恐山　亡き人と会い、語る 朝日新聞・夕刊

76 2000 8 12 ひと：下館和巳さん　東北弁による「マクベス」を英国で公演する 朝日新聞・朝刊

77 2000 8 13 あなたが選ぶこの人が読みたい：トルシエ監督に寄り添う通訳？ 朝日新聞・朝刊 ○

78 2000 10 23 惜別：作家・永倉萬治さん　妻が支えた不屈の執筆 朝日新聞・夕刊 ○

79 2001 1 18 今日のノート：宗教の世紀 読売新聞・朝刊

80 2001 2 14 まんだら宗教学（35）：臨死もシャーマニズム　山折哲雄（寄稿連載） 読売新聞・朝刊

81 2001 4 27 働く：橋爪ゆかりさん　「私は私よ」復帰を決心 朝日新聞・朝刊 ○

82 2001 7 12 黛ジュン「イタコで決めた破談！」 女性セブン

83 2001 9 5 油つぼリンカーンの誘われてフラフラ（14） ダカーポ ○

84 2001 9 最後のイタコ　2001年「恐山」夏の大祭 新潮45

85 2001 10 新連載　路上観察学会　奧の細道を歩く　第1回　恐山～竜飛の巻 旅

86 2002 1 20 絵と人のものがたり：棟方志功〈3〉　制圧された躍動充実、奥底に死者への祈り 読売新聞・朝刊

87 2002 8 26 障害者が導く豊かな文化　広瀬浩二郎・国立民族学博物館助手が講演 読売新聞・夕刊

88 2002 11 反オカルト講座（98）：「生き霊」とのお笑い交信 噂の真相

89 2003 1 1 祝・東北新幹線八戸開通記念 女性自身

90 2003 2 9 おかあさんMOTHER　読者から：死より、忘れられるのが怖い 朝日新聞・朝刊
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65 1999 11 わびさびたび（14）：恐山大祭の巻 小説すばる

66 2000 2 26 明治人・大正人（94）：民俗学者、元駒大学長・桜井徳太郎さん82（連載） 読売新聞・夕刊

67 2000 5 10 演劇：台所太平記・ねぶたの女　生きる勇気と喜び 朝日新聞・夕刊

68 2000 5 27 マガジン：魂論じる「東北学」第2号 読売新聞・夕刊

69 2000 6 10 西南にっぽん歴史考：万国の架け橋　沖縄の元気〈2〉大城立裕（寄稿連載） 読売新聞・夕刊

70 2000 6 26 文芸2000：6月　杉山正樹氏「寺山修司・遊戯の人」ほか（連載） 読売新聞・夕刊

71 2000 7 6 旅：金木町（青森）　太宰の明暗映す斜陽館　陽性の音色、津軽三味線の故郷 読売新聞・夕刊

72 2000 7 11 余響：2000年7月11日 読売新聞・夕刊 ○

73 2000 7 19 情報ランド：夏のイベント 読売新聞・朝刊

74 2000 7 24 東北版マクベス、英国デビューへ　恐山舞台の将軍暗殺劇 朝日新聞・夕刊

75 2000 8 11 いやしの景色：青森・恐山　亡き人と会い、語る 朝日新聞・夕刊

76 2000 8 12 ひと：下館和巳さん　東北弁による「マクベス」を英国で公演する 朝日新聞・朝刊

77 2000 8 13 あなたが選ぶこの人が読みたい：トルシエ監督に寄り添う通訳？ 朝日新聞・朝刊 ○

78 2000 10 23 惜別：作家・永倉萬治さん　妻が支えた不屈の執筆 朝日新聞・夕刊 ○

79 2001 1 18 今日のノート：宗教の世紀 読売新聞・朝刊

80 2001 2 14 まんだら宗教学（35）：臨死もシャーマニズム　山折哲雄（寄稿連載） 読売新聞・朝刊

81 2001 4 27 働く：橋爪ゆかりさん　「私は私よ」復帰を決心 朝日新聞・朝刊 ○

82 2001 7 12 黛ジュン「イタコで決めた破談！」 女性セブン

83 2001 9 5 油つぼリンカーンの誘われてフラフラ（14） ダカーポ ○

84 2001 9 最後のイタコ　2001年「恐山」夏の大祭 新潮45

85 2001 10 新連載　路上観察学会　奧の細道を歩く　第1回　恐山～竜飛の巻 旅

86 2002 1 20 絵と人のものがたり：棟方志功〈3〉　制圧された躍動充実、奥底に死者への祈り 読売新聞・朝刊

87 2002 8 26 障害者が導く豊かな文化　広瀬浩二郎・国立民族学博物館助手が講演 読売新聞・夕刊

88 2002 11 反オカルト講座（98）：「生き霊」とのお笑い交信 噂の真相

89 2003 1 1 祝・東北新幹線八戸開通記念 女性自身

90 2003 2 9 おかあさんMOTHER　読者から：死より、忘れられるのが怖い 朝日新聞・朝刊

91 2003 2 私、マルグリット・デュラス（2）：魅惑のイタコ、ジャンヌ・モロー すばる ○

92 2003 3 私、マルグリット・デュラス（3）：魅惑のイタコ、ジャンヌ・モロー（後編） すばる ○

93 2003 6 2 旅：下北（青森）　霊山と科学、不思議な同居 読売新聞・夕刊

94 2003 6 29 すれ違い：3　世相ながめて　岡田哲也（ちょっと深呼吸） 朝日新聞・朝刊

95 2003 8 29 暖簾にひじ鉄（130）：双葉山と話した！ 週刊朝日

96 2003 9 5 暖簾にひじ鉄（131）：亡父と話した！ 週刊朝日

97 2003 9 18 韓国舞踊、狂言ととりふね舞踏舎共演 朝日新聞・夕刊

98 2003 9 20 ことばの旅人：孤独が情熱を復活　南太平洋・タヒチ 朝日新聞・朝刊 ○

99 2004 1 13 新春特別企画　“降霊”インタビュー「霊界からの提言」 SPA!

100 2004 1 27 マガジン：「ビッグコミック」で「宗像教授異考録」の連載始まる 読売新聞・夕刊

101 2004 5 7 ルポ・素顔は普通の30代「最期のイタコ」と呼ばれる2人 婦人公論

102 2004 7 1 テーブルトーク：広瀬浩二郎さん　全盲研究者が著書出版 朝日新聞・夕刊

103 2004 7 7 旅情報　マリオン 朝日新聞・夕刊

104 2004 7 26 みみずくの夜メール（102）：口寄せをききながら　五木寛之 朝日新聞・朝刊

105 2004 8 16 みみずくの夜メール（104）：赤い橋を渡りながら　五木寛之 朝日新聞･朝刊

106 2004 8 21 国宝！ベスト・ヒット・ギャグ　コージー冨田「髪切った？」1999年作 テレビブロス ○

107 2004 8 31 ゲッツ板谷の出禁上等！（60）：恐山のイタコにチャレンジ SPA!

108 2004 9 17 暖簾にひじ鉄（182）：死者と話す夏 週刊朝日

109 2004 10 14 恋の渇きから愛の潤いへ　病から復帰の平松愛理、4年ぶりアルバム 朝日新聞・夕刊 ○

110 2004 11 24 スローに楽しむ　新・日本百名山：大尽山　岩崎元郎 朝日新聞・夕刊

111 2004 12 石井信平のメディアに喝！　「イタコ」の一茂とマスコミが長嶋監督を「生き仏」にする 宝島 ○

112 2005 1 7 フジ系「浅見光彦シリーズ」人気の10年、列島縦断の20作目 読売新聞・夕刊

113 2005 10 5 「女という病」中村うさぎ著 読売新聞・夕刊 ○

114 2005 11 4 トリビアな日々（65）：アホな後継者は国を滅ぼす FRIDAY

115 2005 11 27 HONライン倶楽部：五木寛之の巻　苦境を超え、生きる力わく 読売新聞・朝刊 ○

116 2005 12 26 文芸時評：夢と反復　象徴システムの呪縛、戦い続ける言葉の力　島田雅彦 朝日新聞・夕刊 ○
117 2006 3 ミステリーダ・ヴィンチ（77）：パロディー＆パスティーシュでミステリーを味わいつくせ！ ダ・ヴィンチ ○

118 2006 3 小林秀雄の霊が降りてきた　科学者の私が恐山のイタコに心動かされたわけ 文藝春秋

119 2006 4 22 新風景を歩く（32）：生駒山・朝鮮寺　「恨」鎮める、懸命な祈り 朝日新聞・夕刊

120 2006 6 12 高校グラフィティー：青森（上）青森・弘前表現者はえふりこき 読売新聞･朝刊

121 2006 7 29 イタコの口寄せに癒やし効果　現代医療に応用も　青森県立保健大調べ 読売新聞･夕刊

122 2006 8 22 ひと：幻想的…室町物で勝負　作家・堀川アサコさん 読売新聞・朝刊

123 2006 10 12 第8回「新！読書生活」島田雅彦さん、金原ひとみの対談 読売新聞・朝刊 ○

124 2006 10 29 不思議図書館この本が好き！：テーマ「たどる」（2） 週刊読売

125 2007 3 6 人を幸せにした“祈祷師”知られざる神秘の世界 週刊女性

126 2007 3 女の占い2007　中森じゅあん×酒井順子　恐山イタコ紀行 CREA

127 2007 7 19 深語帳：恐山 読売新聞・夕刊

128 2007 8 15 杜の都シンポジウム　東北から日本の美意識問う　「畏れ」こそ文化の核 読売新聞・朝刊

129 2008 2 21 ソウルに村祭りを見に行く　歌舞も優雅に、万神のお告げ　浮葉正親 朝日新聞・夕刊

130 2008 7 ドラマ『東京ゴーストトリップ』に出演中のイケメン・イタコブラザーズ参上 POTATO
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131 2008 8 5 よくばり湯の旅：霊場にわき出る命の湯、恐山の温泉　青森県 朝日新聞・夕刊

132 2008 8 22 ニッポンの流儀（31）：お盆と恐山 週刊ポスト

133 2008 12 職業欄はエスパー2（3）：霊を降ろす「未練」 本の旅人

134 2009 2 22 文庫・新書 朝日新聞・朝刊

135 2009 3 17 心のコスプレ　キモチを着替えてもいいじゃない（44） SPA!

136 2009 7 6 加藤秀俊さん新刊　「霊媒」「芸能」から見たメディア 読売新聞・朝刊 ○

137 2009 8 5 みんなのマンガ学：地獄先生ぬ～べ～　子ども守る理想の教師 朝日新聞・夕刊

138 2009 10 27 シリーズ人間：恐山“最後のイタコ”日向けい子さん 女性自身

139 2009 11 現実と非現実の絶妙なバランス　堀川アサ子『たましくる　イタコ千歳のあやかし事件帖』 波

140 2010 1 15 五木寛之さん新刊「親鸞」　欝の時代照らす光に 読売新聞・朝刊 ○

141 2010 3 6 be between　読者とつくる：行列に並ぶのは平気？ 朝日新聞・朝刊

142 2010 3 19 週刊朝日女子部出動　本誌記者が「駅deイタコ」体験 週刊朝日

143 2010 3 28 異才列伝：今東光　人生相談　愛あふれる猛毒舌 読売新聞・朝刊

144 2010 4 11 ウォッチ！：古くて新しい教科書 朝日新聞・朝刊

145 2010 4 27 文芸時評：脱物語への模索　思想や技法に仕掛け　斎藤美奈子 朝日新聞・朝刊

146 2010 6 13 ［ご当地キャラ］ムッシュ・ムチュラン1世 読売新聞・朝刊

147 2010 6 28 高橋竹山の未発表音源、CDに　津軽三味線、ライブなど計1時間 朝日新聞・夕刊

148 2010 7 22 ニッポン人脈記：毒に愛嬌あり：7　国家つく、祖母の「日の丸」 朝日新聞・夕刊 ○

149 2010 8 5 イタコの癒やし効果　「故人の言葉」で悲嘆ケア　遺族の心和らげ前向きに 読売新聞・夕刊

150 2010 8 14 自殺者遺族　癒し効果　イタコ「口寄せ」国助成で研究　青森の教授ら 読売新聞・夕刊

151 2010 9 2 NEWS SPOT：「自殺者の霊」が遺族を癒す！ アサヒ芸能

152 2010 9 9 TVふうーん録（17）：イタコ「天海祐希」の演説が虚しく響く『GOLD』 週刊新潮 〇
153 2010 9 Deep Walker NEO：あなたの知らない北東北（前編） 実話ナックルズ

154 2010 9 『魔所』ねぶたが行く　堀川アサコ『魔所　イタコ千歳のあやかし事件帖2』新潮社 波

155 2010 10 Deep Walker NEO：北東北ミステリーツアー（中編） 実話ナックルズ

156 2010 11 9 大杉栄の突破力、現代に　コラムニスト中森明夫さん、純文学デビュー 朝日新聞・夕刊

157 2010 12 6 堂場瞬一の海外ミステリー応援隊：「心理検死官ジョー・ベケット」 読売新聞・夕刊 ○

158 2010 12 24 消えゆくイタコ　“死者の言葉”伝える東北の巫女　修業敬遠、今や十数人 朝日新聞・朝刊

159 2011 4 4 「オジいサン」「豆腐小僧―」を刊行　京極夏彦さん　無駄のある人生が必要 読売新聞・夕刊

160 2011 5 23 風土が育む豊かな個性　みちのくの出版社の本 読売新聞・夕刊

161 2011 7 7 旅：フブスグル湖（モンゴル）　草原の国北辺の観光地 読売新聞・夕刊 ○

162 2011 8 22 信じる（7）：急成長社会、お告げ重用　韓国 朝日新聞・朝刊 ○

163 2011 8 29 仏典に学ぶ日本1000年の知恵：源信「往生要集」末木文美士 朝日新聞・夕刊

164 2011 8 29 知遊自在：逆説の夏（3）　暗闇にこそ、光明あり　視覚を離れ、感覚を研ぐ 朝日新聞・夕刊

165 2011 8 29 読売歌壇：8月29日 読売新聞・朝刊

166 2011 9 29 主演の奈良岡朋子、なじみの津軽弁を披露　劇団民芸「カミサマの恋」 朝日新聞・夕刊

167 2011 10 25 琉球ユタ「はる」の琉球スピリチュアルの智恵（70） 週刊女性

168 2011 10 28 東日本大震災　明日への掲示板 読売新聞・朝刊

169 2011 11 14 生老病死の旅路：幼心に響いたシャーマンの声　佐々木宏幹さん 読売新聞・夕刊

170 2011 11 15 現代風・超訳…開け古典の扉　思いつなぎ新古今読み変え 朝日新聞・夕刊 ○
171 2012 1 18 美の履歴書（237）：「火の祈り」荘司福　のぼる炎に込めたのは 朝日新聞・夕刊

172 2012 2 18 ひと：田附勝さん　第37回木村伊兵衛写真賞を受賞した 朝日新聞・朝刊

173 2012 3 22 ルポルタージュ　時代を創る女たち・日向けい子 婦人公論

174 2012 4 2 笑の歳時記：四月　林家花丸　何が出るかな　才能満開 読売新聞・夕刊

175 2012 5 1 ひと：広瀬浩二郎さん　触る展示を広める全盲の研究者 朝日新聞・朝刊

176 2012 5 8 エンターテインメント小説月評：ヒロイン　作者に乗り移る 読売新聞・朝刊 ○

177 2012 6 4 死者への思い解き放って　恐山菩提寺の僧侶・南直哉さん 朝日新聞・夕刊

178 2012 6 20 原発とメディア（175）：青森・下北半島：33　地元放送局の奮闘と圧力 朝日新聞・夕刊

179 2012 7 19 旅：岩木川（青森）　流域に息づく庶民信仰 読売新聞・夕刊

180 2012 8 3 はばたけ高校生　高総文祭とやま：未来への希望、届けたい 朝日新聞・朝刊

181 2012 8 17 人生の贈りもの：詩人・吉増剛造（5）　歩き続け、沈黙の言語を捕まえたい 朝日新聞・夕刊

182 2012 8 19 第36回全国高等学校総合文化祭　伝統と情熱の粋　花開く 読売新聞・朝刊

183 2012 8 28 「いのち」見つめ全力　高総文祭の優秀12校、東京公演 朝日新聞・朝刊

184 2012 8 30 訳あり週刊実話　ボツ原稿　震災の影響で「イタコ」大盛況 週刊実話
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新
聞
』
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九
八
五
年
と
一
九
八
六
年
を
境
に
、
見
出
し
と
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
か
ら
全
文
検
索
方
式
へ
と
シ
ス
テ
ム
の
切
り
替
え
を
行
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
前
掲
の
初
出
時
期
に
は
、
検
索
方
式
の
転
換
に
基
づ
く
比
喩
的
用
法
の
「
顕
在
化
」
に
過
ぎ
な
い
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、「
大
宅
壮
一
文
庫
」

に
関
し
て
も
、
一
九
八
八
年
以
降
の
記
事
を
対
象
と
し
た
「
大
宅
壮
一
文
庫
雑
誌
記
事
索
引
検
索
Ｗ
ｅ
ｂ
版
（
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
前
）
」
が
、
記
事
内
容
ご
と
に
分

類
さ
れ
た
紙
媒
体
の
目
録
に
比
し
て
、
よ
り
多
く
の
記
事
を
拾
い
上
げ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。 

以
上
の
事
柄
を
踏
ま
え
る
場
合
、
比
喩
表
現
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
の
出
現
時
期
を
、
記
事
の
存
在
よ
り
特
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
や
や
変
則
的
と
は
な
る
も
の
の
、
比
喩
的
用
法
と
い
う
表
象
が
存
在
す
る
事
実
に
価
値
を
置
き
、
分
析
を
行
っ
た
う
え
で
、
そ
の
表

象
的
な
特
徴
か
ら
従
来
の
《
イ
タ
コ
》
と
の
関
係
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。 

前
述
の
通
り
、
一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
の
期
間
中
に
、
《
イ
タ
コ
》
を
比
喩
と
し
て
使
用
す
る
記
事
は
、
計
四
二
件
確
認
さ
れ
る
（
該
当
記
事

は
【
表

4
‐

1
】
に
併
記
）
。
比
喩
の
種
類
に
着
目
す
れ
ば
、
比
喩
を
明
示
す
る
直
喩
法
が
全
体
の
半
数
に
当
た
る
二
一
件
、
明
示
し
な
い
隠
喩
法
が
一
六
件

で
、
二
種
を
併
用
す
る
記
事
も
五
件
存
在
し
た
。
「
「
イ
タ
コ
」
と
同
じ
」
（
直
喩
法
）
と
「
イ
タ
コ
状
態
に
な
っ
て
」
（
隠
喩
法
）
を
併
用
し
て
い
た
先
の
事
例

【

81
】
は
、
ま
さ
に
こ
の
タ
イ
プ
に
相
当
す
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
「
イ
タ
コ
状
態
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
隠
喩
法
に
は
「
イ
タ
コ
」
と
他
の
名
詞
と

を
結
合
さ
せ
、
新
た
な
名
詞
を
作
り
出
す
事
例
が
複
数
見
受
け
ら
れ
る
。 

「
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
」
も
そ
う
で
あ
る
が
、
《
イ
タ
コ
》
に
よ
っ
て
比
喩
さ
れ
る
対
象
に
多
い
の
は
、
何
ら
か
の
作
品
を
公
に
提
示
す
る
役
を
負
っ
た
「
表

現
者
」
で
あ
る
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
順
に
「
役
者
」
、
「
漫
画
家
」
、
「
物
ま
ね
芸
人
」
、
「
作
家
」
を
比
喩
し
た
表
現
で
あ
る
。 

  
 

「
現
代
人
物
誌
：
愚
安
亭
遊
佐
さ
ん 

ひ
と
り
芝
居
」
【

12
】 

死
者
の
肉
親
に
頼
ま
れ
て
仏
お
ろ
し
を
す
る
恐
山
の
イ
タ
コ
の
よ
う
に
、
演
者
は
ミ
キ
に
な
り
き
っ
て
叫
ぶ
。 

  
 

「M
Y

 F
A

V
O

R
I
T

E
 B

O
O

K

：
猫
沢
エ
ミ 

イ
タ
コ
漫
画
万
歳
！
！
」
【

47
】 

あ
の
世
と
こ
の
世
、
現
実
と
幻
覚
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
イ
タ
コ
漫
画
家
し
り
あ
が
り
寿
。 
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「
国
宝
！
ベ
ス
ト
・
ヒ
ッ
ト
・
ギ
ャ
グ
：
コ
ー
ジ
ー
冨
田
「
髪
切
っ
た
？
」
１
９
９
９
年
作
」
【

106
】 

よ
く
人
に
、
ど
う
や
っ
て
も
の
ま
ね
や
る
ん
で
す
か
っ
て
聞
か
れ
る
ん
で
す
け
ど
、
わ
か
ん
な
い
ん
で
す
よ
。
顔
と
か
身
振
り
と
か
、
性
格
か
ら
、
そ
の

人
に
な
り
き
っ
て
る
っ
て
感
じ
で
す
か
ら
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
イ
タ
コ
で
す
よ 

 

「
第
８
回
「
新
！
読
書
生
活
」
：
島
田
雅
彦
さ
ん
、
金
原
ひ
と
み
の
対
談
」
【

123
】 

小
説
家
と
い
う
の
は
、
様
々
な
人
格
に
憑
依
（
ひ
ょ
う
い
）
す
る
シ
ャ
ー
マ
ン
の
よ
う
な
存
在
だ
か
ら
、
そ
の
都
度
、
自
分
あ
る
い
は
誰
か
を
モ
デ
ル
に

し
た
登
場
人
物
に
乗
り
移
り
な
が
ら
書
い
て
い
る
。
（
中
略
）
『
オ
ー
ト
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
』
な
ん
て
「
イ
タ
コ
状
態
」
で
書
い
て
い
る
で
し
ょ
う
？ 

  

コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
を
比
喩
し
た
事
例
で
は
、
「
イ
タ
コ
」
の
語
を
「
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
な
り
代
わ
っ
て
語
る
＝
代
弁
者
」
の
意
で
使
用
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、

こ
れ
と
右
の
表
現
と
の
間
に
は
共
通
項
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
だ
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
の
事
例
に
お
い
て
も
、
「
イ
タ
コ
」
の
語
は
、
「
自
身
の
体
に
〝
他
者

〟
を
招
来
し
、
他
者
と
な
っ
て
語
る
（
行
為
す
る
）
」
と
い
う
表
現
者
の
身
体
状
況
を
比
喩
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
は
一
部

の
記
事
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
の
記
事
に
も
共
通
し
て
い
る
（
【
表

4
‐

2
】
：
「
イ
タ
コ
」
の
語
を
用
い
た
比
喩
表
現
の
一
覧
）
。
例
外
は
、
キ
ャ
ス

タ
ー
の
不
鮮
明
な
語
り
口
を
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
に
な
ぞ
ら
え
た
【

36
】
の
み
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
比
喩
表
現
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
と
は
、
儀
礼
の
具
体
相

と
地
域
性
を
排
し
、
「
超
自
然
的
存
在
を
憑
依
さ
せ
る
（
霊
媒
）
」
と
い
う
宗
教
的
職
能
の
み
を
焦
点
化
し
た
、
極
め
て
単
純
化
か
つ
一
般
化
さ
れ
た
表
象
だ
と

言
え
る
。 

 

そ
の
う
え
で
、
当
該
表
象
が
他
の
表
象
と
異
な
る
の
は
、
比
喩
が
受
容
者
の
理
解
を
前
提
と
し
た
表
現
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
比
喩
表
現
が
比
喩
と

し
て
機
能
し
得
る
の
は
、
表
現
に
認
め
ら
れ
る
対
象
と
の
類
似
性
、
換
言
す
れ
ば
、
一
定
の
像
が
受
容
者
の
側
に
共
有
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
比
喩
表
現

と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
が
照
射
す
る
の
は
、
「
大
衆
」
に
お
け
る
イ
タ
コ
に
つ
い
て
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
介
在
で
あ
る
。 
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                    【表4-2】「イタコ」の語を用いた比喩表現の一覧

記事番号 表現（※太字は見出し、もしくは小見出し）

3
「カリフォルニアの「イタコ」―宇宙を語る」
「チャネラーとは、すなわち死者の霊を呼び出してその媒介となるイタコ（青森・恐山の霊媒師）のようなものであるが、」

8 「普通の意識状態を保ったままでチャネルするする「コンシャス・チャネル」もあるが、日本のイタコのように、トランス（忘我）状態でつながる方が一般的。」

9 「「お堂にはだれもいない。しかし、聴いているんですよ、死者たちが。オレの声を。」イタコのような歌人だ。」

10 「子どもの作品を直しているうちに自分が出てくる。（中略）教師自身が霊を呼ぶイタコの口よせみたいになって子どもに乗り移ってしまうのです。」

11 「アイルランドのイタコ画家　ル・ブロッキー」

12 「死者の肉親に頼まれて仏おろしをする恐山のイタコのように、演者はミキになりきって叫ぶ。」

30 「現実と虚構の境界を笑いで結ぶ“イタコ芸”」

34
「都並さんがぼくに乗り移りイタコ状態で書いたんです」

「Ｗ杯アジア予選の全体を客観的に描くんじゃなくて、都並さん自身が語り手のぼくに乗り移って、一種のイタコ状態みたいになって書くという、おもしろい形になったと思います。」

36 「読み始めた時には息切れと緊張で（中略）まるで恐山のイタコのような語り口となり、案の定、抗議電話が殺到した。」

38 「沖縄のシャーマニズムや青森のイタコなどのように、死が日常生活の中に根づいている例はありますが、日本人は全般的に死をあまり深く考えていないですね。」

40 「過去の遺産で食いつなぐ再結成ブームも、こうした「イタコもの」まで出るに及んで、とうとう行き着くところまで来たようだ。」

43
「イタコ女と、フェロモン女。」
「イタコ女のイタコたるゆえんを、出版社に勤める女性（３１）に説明してもらった。「つまりね、憑依しちゃうんですよ。ある特定の上司が」」

47
「イタコ漫画家万歳！」
「あの世とこの世、現実と幻覚を行ったり来たりするイタコ漫画家しりあがり寿。」

48
「時代をデザインするイタコ体質の男」
「イタコみたいなもんじゃないですか、恐山の（笑い）。人の思いなり感受性なりをキャッチしやすい体質なんだと思います。」

55
「“インタビュアー”は一種のイタコと言えるかもしれない」
「面白い人を見つけ出して、面白い話を聞くのが好きなんです。一種のイタコと言えるかもしれませんね」

57 「今井倫太郎研究員（二九）は「イタコロボット」を研究している。利用者が手にした携帯端末画面のキャラクターが（中略）、向こうからやってきたロボットに乗り移る。」

60
「テレビで話題！［美人イタコ］の本業は女社長」

「“日本一”の美人降霊師に挑戦するイタコよ、出てこい！」

72 「沖縄県庁に勤める友人が、沖縄の霊能者ともいえる「ユタ」に見てもらうことを勧めた。（中略）青森県・恐山の「イタコ」のように霊が乗り移る場合もある。」

77 「今度はシドニーで、トルシエが乗り移ったイタコとなって「お告げ」を絶叫することだろう。」

78 「この十二年の間に、私は、フロッピーを受け取りパソコンに向かうと、自然にあの人の思考になれるようになっていきました。イタコみたいに…」

81 「コピーライターの仕事は「イタコ」と同じ、とずっと考えてきた。「クライアントの霊がとりついたイタコ状態になって、商品がいかに魅力的か、表現するんです。」

83 「ここは「性感イタコ」？オーラ治療でトランス状態を演じるハメに…」

91 「魅惑のイタコ、ジャンヌ・モロー」

92 「魅惑のイタコ、ジャンヌ・モロー」

98 「なんだか、ゴーギャンの孤独を語るイタコの声のように聞こえる。」

106
「よく人に、どうやってものまねやるんですかって聞かれるんですけど、わかんないんですよ。
顔や身振りとか、性格から、その人になりきってるって感じですから。いってみれば、イタコですよ」

109 「シナリオを作る感覚でした。取材して、主人公が乗り移りイタコ状態になるまで自分を追いつめて」

111
「「イタコ」の一茂とマスコミが長嶋監督を「生き仏」にする」

「リハビリで頑張ってます、は息子の一茂が「イタコ」となって語っていることに過ぎない。」

113 「著者は加害者、被害者どちらにも心を寄せていく。語り口はまるで恐山のイタコを思わせる。」

115 「才能というものがもしあるとすれば、それは時代のミディアム（巫女（みこ））として、自己を放棄する覚悟のことだろう。恐山のイタコのように語りたい、というのが私の夢である。」

116 「笙野頼子の「だいにっほん、おんたこめいわく史」（群像）は講談調もしくはイタコの口寄せ風の「私語り」にした、現代日本の精神分析である。」

117
「イタコのように夏目漱石を憑依させていた執筆期間」

「「イタコ書き、とでも言うんでしょうか。執筆にかかった期間は約半年でしたが、その間は日常会話も『あ、漱石が入っている』というような口調になっていました（笑）。」

123
「小説家というのは、様々な人格に憑依（ひょうい）するシャーマンのような存在だから、その都度、自分あるいは誰かをモデルにした登場人物に乗り移りながら書いている。

（中略）『オートフィクション』なんて「イタコ状態」で書いているでしょう？」

136 「東北地方のイタコや沖縄のノロのような、霊界と現世をつなぐ「霊媒」を、英語では「ミディアム」という。」

140 「作家の仕事は、恐山のイタコのようなもので、時代の要請や条件が整って自然と書かせてくれる。」

148 「みねはよく胸が痛む、背中が痛いと言っては病院でなく、恐山にいるイタコのような神降ろしの女性の元に通った。」

152
「イタコ「天海祐希」の演説が虚しく響く『GOLD』」
「この身勝手な暴論の出元は天海ではなく、間違いなく脚本家・野島伸司である。天海はいわばイタコ状態だ。」

157 「女性主人公、ジョー・ベケットは精神科医で「心理検死官」。（中略）イタコかよ、と一人でつっこみながら読み始めました。」

161 「韓国でムーダン、巫俗人（ムソクイン）などと呼ばれる人々は、日本の東北のイタコや沖縄のユタと似ている。」

162 「シャーマンとは太古以来の宗教的職能者で、点や遠祖の声を聞いて託宣・預言・治病を行う。まあ、恐山（青森県）のイタコのような存在である。」

170 「「研究者が客観性を欠くのでは、と尻込みしつつ「自分は透明な存在になって、紫式部の心を読者に伝えたかった」という。（中略）「イタコのようになってきた」」

176 「ヒロインが貫井氏に憑依（ひょうい）して女性作家の業を赤裸々に吐露してしまったみたいな、“イタコ小説”なのだ。」
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【表4-2】「イタコ」の語を用いた比喩表現の一覧

記事番号 表現（※太字は見出し、もしくは小見出し）

3
「カリフォルニアの「イタコ」―宇宙を語る」
「チャネラーとは、すなわち死者の霊を呼び出してその媒介となるイタコ（青森・恐山の霊媒師）のようなものであるが、」

8 「普通の意識状態を保ったままでチャネルするする「コンシャス・チャネル」もあるが、日本のイタコのように、トランス（忘我）状態でつながる方が一般的。」

9 「「お堂にはだれもいない。しかし、聴いているんですよ、死者たちが。オレの声を。」イタコのような歌人だ。」

10 「子どもの作品を直しているうちに自分が出てくる。（中略）教師自身が霊を呼ぶイタコの口よせみたいになって子どもに乗り移ってしまうのです。」

11 「アイルランドのイタコ画家　ル・ブロッキー」

12 「死者の肉親に頼まれて仏おろしをする恐山のイタコのように、演者はミキになりきって叫ぶ。」

30 「現実と虚構の境界を笑いで結ぶ“イタコ芸”」

34
「都並さんがぼくに乗り移りイタコ状態で書いたんです」

「Ｗ杯アジア予選の全体を客観的に描くんじゃなくて、都並さん自身が語り手のぼくに乗り移って、一種のイタコ状態みたいになって書くという、おもしろい形になったと思います。」

36 「読み始めた時には息切れと緊張で（中略）まるで恐山のイタコのような語り口となり、案の定、抗議電話が殺到した。」

38 「沖縄のシャーマニズムや青森のイタコなどのように、死が日常生活の中に根づいている例はありますが、日本人は全般的に死をあまり深く考えていないですね。」

40 「過去の遺産で食いつなぐ再結成ブームも、こうした「イタコもの」まで出るに及んで、とうとう行き着くところまで来たようだ。」

43
「イタコ女と、フェロモン女。」
「イタコ女のイタコたるゆえんを、出版社に勤める女性（３１）に説明してもらった。「つまりね、憑依しちゃうんですよ。ある特定の上司が」」

47
「イタコ漫画家万歳！」
「あの世とこの世、現実と幻覚を行ったり来たりするイタコ漫画家しりあがり寿。」

48
「時代をデザインするイタコ体質の男」
「イタコみたいなもんじゃないですか、恐山の（笑い）。人の思いなり感受性なりをキャッチしやすい体質なんだと思います。」

55
「“インタビュアー”は一種のイタコと言えるかもしれない」
「面白い人を見つけ出して、面白い話を聞くのが好きなんです。一種のイタコと言えるかもしれませんね」

57 「今井倫太郎研究員（二九）は「イタコロボット」を研究している。利用者が手にした携帯端末画面のキャラクターが（中略）、向こうからやってきたロボットに乗り移る。」

60
「テレビで話題！［美人イタコ］の本業は女社長」

「“日本一”の美人降霊師に挑戦するイタコよ、出てこい！」

72 「沖縄県庁に勤める友人が、沖縄の霊能者ともいえる「ユタ」に見てもらうことを勧めた。（中略）青森県・恐山の「イタコ」のように霊が乗り移る場合もある。」

77 「今度はシドニーで、トルシエが乗り移ったイタコとなって「お告げ」を絶叫することだろう。」

78 「この十二年の間に、私は、フロッピーを受け取りパソコンに向かうと、自然にあの人の思考になれるようになっていきました。イタコみたいに…」

81 「コピーライターの仕事は「イタコ」と同じ、とずっと考えてきた。「クライアントの霊がとりついたイタコ状態になって、商品がいかに魅力的か、表現するんです。」

83 「ここは「性感イタコ」？オーラ治療でトランス状態を演じるハメに…」

91 「魅惑のイタコ、ジャンヌ・モロー」

92 「魅惑のイタコ、ジャンヌ・モロー」

98 「なんだか、ゴーギャンの孤独を語るイタコの声のように聞こえる。」

106
「よく人に、どうやってものまねやるんですかって聞かれるんですけど、わかんないんですよ。
顔や身振りとか、性格から、その人になりきってるって感じですから。いってみれば、イタコですよ」

109 「シナリオを作る感覚でした。取材して、主人公が乗り移りイタコ状態になるまで自分を追いつめて」

111
「「イタコ」の一茂とマスコミが長嶋監督を「生き仏」にする」

「リハビリで頑張ってます、は息子の一茂が「イタコ」となって語っていることに過ぎない。」

113 「著者は加害者、被害者どちらにも心を寄せていく。語り口はまるで恐山のイタコを思わせる。」

115 「才能というものがもしあるとすれば、それは時代のミディアム（巫女（みこ））として、自己を放棄する覚悟のことだろう。恐山のイタコのように語りたい、というのが私の夢である。」

116 「笙野頼子の「だいにっほん、おんたこめいわく史」（群像）は講談調もしくはイタコの口寄せ風の「私語り」にした、現代日本の精神分析である。」

117
「イタコのように夏目漱石を憑依させていた執筆期間」

「「イタコ書き、とでも言うんでしょうか。執筆にかかった期間は約半年でしたが、その間は日常会話も『あ、漱石が入っている』というような口調になっていました（笑）。」

123
「小説家というのは、様々な人格に憑依（ひょうい）するシャーマンのような存在だから、その都度、自分あるいは誰かをモデルにした登場人物に乗り移りながら書いている。

（中略）『オートフィクション』なんて「イタコ状態」で書いているでしょう？」

136 「東北地方のイタコや沖縄のノロのような、霊界と現世をつなぐ「霊媒」を、英語では「ミディアム」という。」

140 「作家の仕事は、恐山のイタコのようなもので、時代の要請や条件が整って自然と書かせてくれる。」

148 「みねはよく胸が痛む、背中が痛いと言っては病院でなく、恐山にいるイタコのような神降ろしの女性の元に通った。」

152
「イタコ「天海祐希」の演説が虚しく響く『GOLD』」
「この身勝手な暴論の出元は天海ではなく、間違いなく脚本家・野島伸司である。天海はいわばイタコ状態だ。」

157 「女性主人公、ジョー・ベケットは精神科医で「心理検死官」。（中略）イタコかよ、と一人でつっこみながら読み始めました。」

161 「韓国でムーダン、巫俗人（ムソクイン）などと呼ばれる人々は、日本の東北のイタコや沖縄のユタと似ている。」

162 「シャーマンとは太古以来の宗教的職能者で、点や遠祖の声を聞いて託宣・預言・治病を行う。まあ、恐山（青森県）のイタコのような存在である。」

170 「「研究者が客観性を欠くのでは、と尻込みしつつ「自分は透明な存在になって、紫式部の心を読者に伝えたかった」という。（中略）「イタコのようになってきた」」

176 「ヒロインが貫井氏に憑依（ひょうい）して女性作家の業を赤裸々に吐露してしまったみたいな、“イタコ小説”なのだ。」
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写真 4－1 「チャネラー」を「イタコ」に例える記事  

検
索
条
件
の
問
題
上
、
比
喩
表
現
を
用
い
た
記
事
の
数
を
根
拠
に
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の

形
成
要
因
を
考
察
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
だ
が
、
冒
頭
に
挙
げ
た
リ
ッ
プ
マ
ン
の
指
摘
を

念
頭
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
動
向
と
の
比
較
を
行
う
場
合
、「
イ
タ
コ
」
＝
「
超
自
然
的
存
在

を
憑
依
さ
せ
る
者
」
と
い
う
宗
教
的
職
能
に
特
化
し
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
在
り
様
は
、
特

定
の
文
脈
下
に
生
じ
た
表
象
的
特
徴
と
符
合
を
見
る
。
そ
れ
が
、「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
の
も

た
ら
し
た
《
イ
タ
コ
》
の
表
象
様
式
で
あ
る
。 

 

イ
タ
コ
の
宗
教
性
、
よ
り
正
確
を
期
す
れ
ば
、「
恐
山
の
イ
タ
コ
が
有
す
る
霊
媒
機
能
」
に

価
値
を
見
出
す
「
オ
カ
ル
ト
」
の
枠
組
み
は
、
こ
れ
を
「
我
々
」
に
提
供
す
る
に
際
し
て
二

つ
の
処
理
を
施
し
て
い
た
。
一
つ
は
、「
口
寄
せ
（
プ
ロ
セ
ス
）
の
省
略
」
と
「
決
ま
り
ご
と

の
省
略
」
に
見
ら
れ
た
口
寄
せ
の
単
純
化
、
も
う
一
つ
は
「
口
説
の
標
準
語
化
」
に
見
ら
れ

た
口
寄
せ
の
一
般
化
（
地
域
性
の
除
去
）
で
あ
る
。
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
特
徴
と
対
応
す
る

二
つ
の
処
理
は
、「
我
々
」
と
い
う
《
イ
タ
コ
》
の
担
い
手
に
即
し
て
生
起
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
担
い
手
を
「
他
者
」
の
領
域
に
置
い
た
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
前
の
状
況
と
は
区
別
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
表
象
的
な
特
徴
の
点
で
は
、
比
喩
的
用
法
や
基
盤
と
な

る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
は
、「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
に
続
く
局
面
と
し
て
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ

う
。 

 

な
お
、
比
喩
表
現
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、「
チ
ャ
ネ
ラ
ー
」（
【

3
・

8
】
）
、
「
ユ
タ
」
（
【

72
】
）
、
「
ム
ー
ダ
ン
」
（
【

161
】
）
と
い
っ
た
、
類
似
の
宗
教
的
職
能
者
を
説
明
す
る
際
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
（
写
真

4
‐

1
）
。
「
超
自
然

的
存
在
を
憑
依
さ
せ
る
者
」
と
は
、
包
括
概
念
で
あ
る
「
シ
ャ
ー
マ
ン
」
の
一
類
型
に
相
違
な
い
。
巫
儀
を
対
象
に
単
純
化
と
一
般
化
が
押
し
進
め
ら
れ
た
結

果
、《
イ
タ
コ
》
は
憑
依
型
シ
ャ
ー
マ
ン
と
ほ
ぼ
同
義
の
存
在
と
化
す
に
至
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
憑
依
を
〝
売
り
〟
に
し
た
「
霊
能
力
者
」
の
高
野
モ
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ナ
ミ
が
「
イ
タ
コ
」
の
名
で
活
躍
し
て
い
た
よ
う
に
（
【

60
・

99
】
）
、
こ
れ
は
、
憑
依
型
シ
ャ
ー
マ
ン
全
般
が
「
イ
タ
コ
」
の
呼
称
を
使
用
可
能
に
な
っ
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。 

 

第
三
節 

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
形
成
と
《
イ
タ
コ
》
の
敷
衍
的
利
用 

  

一
九
九
〇
年
代
以
降
の
《
イ
タ
コ
》
に
は
、
「
比
喩
的
用
法
」
の
他
に
、
も
う
一
つ
の
特
徴
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
小
説
、
漫
画
、
演
劇
、
テ
レ
ビ
番
組

等
の
創
作
分
野
、
と
り
わ
け
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
物
語
文
化
に
お
け
る
利
用
の
活
発
化
で
あ
る
。「
創
作
」
に
は
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
や
写
真
集
の
よ
う
な
ノ

ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
も
含
ま
れ
る
が
、
以
下
、
本
節
で
は
「
創
作
」
の
語
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
意
味
で
狭
義
的
に
使
用
し
た
い
。 

創
作
分
野
に
お
け
る
「
イ
タ
コ
」
の
活
用
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
「
《
イ
タ
コ
》
ブ
ー
ム
」
時
に
も
確
認
さ
れ
た
が
、
【
表

4
‐

1
】
に
含
ま
れ
る
一
八
作
品

二
四
件
と
い
う
記
事
の
数
は
、
一
九
九
〇
年
代
よ
り
前
の
状
況
に
照
ら
し
て
も
、
突
出
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。《
イ
タ
コ
》
が
多
様
な
シ
ャ
ー
マ
ン

を
包
含
可
能
と
な
っ
た
よ
う
に
、
イ
メ
ー
ジ
の
単
純
化
と
一
般
化
は
、
対
象
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
特
定
の
要
素
に
固
定
す
る
こ
と
で
、
そ
の
要
素
以
外
の

差
異
を
不
問
と
し
、
当
該
イ
メ
ー
ジ
の
敷
衍
的
利
用
を
可
能
に
す
る
。
こ
う
し
た
特
徴
を
踏
ま
え
た
場
合
、
前
節
で
述
べ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
形
成
と
創
作

分
野
で
の
活
用
は
、
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

イ
タ
コ
に
つ
い
て
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
が
創
作
分
野
に
与
え
た
影
響
を
検
討
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
出
版
さ
れ
、
非
常
に
大
き
な
影

響
力
を
有
し
た
と
見
ら
れ
る
マ
ン
ガ
「
地
獄
先
生
ぬ
～
べ
～
」
と
「
シ
ャ
ー
マ
ン
キ
ン
グ
」
を
取
り
上
げ
た
い
。
両
作
品
は
、
い
ず
れ
も
集
英
社
発
行
の
マ
ン

ガ
雑
誌
『
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
』
に
長
期
連
載
さ
れ
、
ア
ニ
メ
化
や
実
写
化
も
な
さ
れ
た
人
気
コ
ン
テ
ン
ツ
で
あ
る
。
本
研
究
の
第
二
部
第
六
章
で
は
、
大
学
・

短
期
大
学
に
在
籍
す
る
学
生
を
対
象
に
、
イ
タ
コ
に
関
す
る
知
識
の
保
有
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
質
問
紙
調
査
を
実
施
し
て
い
る
が
、
こ
の
調
査
で
も
イ
タ

コ
を
認
知
し
た
契
機
と
し
て
多
く
の
者
が
二
作
品
の
名
を
挙
げ
て
い
た
。 

な
お
、
分
析
に
際
し
て
は
、
「
ジ
ャ
ン
プ
・
コ
ミ
ッ
ク
ス
」
レ
ー
ベ
ル
の
単
行
本
を
使
用
し
た
。 
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１
．
「
地
獄
先
生
ぬ
～
べ
～
」 

真
倉
翔
原
作
、
岡
野
剛
作
画
「
地
獄
先
生
ぬ
～
べ
～
」
は
、
一
九
九
三
年
か
ら
一
九
九
九
年
に
『
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
』
で
連
載
さ
れ
た
マ
ン
ガ
で
あ
る
。

複
数
媒
体
で
展
開
を
見
た
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
作
品
で
、
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
（
一
九
九
六
‐
一
九
九
七
年
）
、
ア
ニ
メ
映
画
（
一
九
九
六
・
一
九
九
七
年
）
、
実
写

ド
ラ
マ
（
二
〇
一
四
年
）
等
が
制
作
さ
れ
た
。 

悪
霊
や
妖
怪
か
ら
子
ど
も
達
を
守
る
「
霊
能
力
教
師
」
・
鵺
野
鳴
介
の
活
躍
を
描
い
た
本
作
に
は
、
都
市
伝
説
、
怪
談
、
妖
怪
、
幽
霊
、
未
確
認
生
物
と
い

っ
た
超
自
然
に
関
す
る
既
成
の
知
が
多
数
用
い
ら
れ
て
お
り
、
文
脈
の
異
な
る
知
の
断
片
が
「
霊
能
力
教
師
」
の
存
在
の
も
と
に
有
機
的
に
結
び
付
き
、
一
つ

の
物
語
を
紡
い
で
い
る
。
主
要
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
構
成
員
で
あ
る
「
イ
タ
コ
・
葉
月
い
ず
な
」
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
作
品
構
造
の
産
物
と
言
え
よ
う
。 

葉
月
い
ず
な
は
、
イ
タ
コ
の
修
行
を
投
げ
出
し
て
上
京
し
て
き
た
秋
田
県
出
身
の
女
子
中
学
生
と
い
う
設
定
と
な
っ
て
い
る
。
彼
女
が
登
場
す
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
総
括
し
た
場
合
、
《
イ
タ
コ
》
と
し
て
の
「
葉
月
い
ず
な
」
に
は
、
二
つ
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。 

一
つ
は
、
既
存
の
要
素
の
扱
い
に
関
わ
る
も
の
で
、
口
寄
せ
の
前
景
化
／
口
寄
せ
以
外
の
後
景
化
で
あ
る
。
こ
れ
を
端
的
に
示
す
の
は
、
初
回
登
場
時
に
付

さ
れ
た
「
イ
タ
コ
」
の
説
明
だ
ろ
う
。 

 

イ
タ
コ
…
自
分
の
体
に
死
者
の
霊
を
憑
依
さ
せ
、
語
ら
せ
る
術
（
口
寄
せ
）
を
得
意
と
す
る
。
恐
山
の
イ
タ
コ
が
有
名
。
３ 

 

ま
た
、
彼
女
は
修
行
を
中
断
し
て
い
る
た
め
に
、
一
人
前
の
能
力
者
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
そ
の
物
語
は
「
イ
タ
コ
」
の
成
長
譚
で
も
あ
る

の
だ
が
、
こ
こ
で
習
得
す
べ
き
イ
タ
コ
の
「
術
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
霊
を
自
分
に
と
り
つ
か
せ
語
ら
せ
る
術
」
４

で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
口
寄
せ
」
で
あ
る

（
写
真

4
‐

2
）
。 

前
掲
の
引
用
や
写
真
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
葉
月
い
ず
な
に
は
「
恐
山
」
や
「
秋
田
県
」
と
い
っ
た
イ
タ
コ
の
実
態
に
由
来
し
た
地
域
性
も
付
与
さ
れ

て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
地
域
性
が
あ
く
ま
で
「
背
景
」
と
し
て
の
設
定
に
過
ぎ
ず
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
自
体
の
在
り
方
を
規
定
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、

東
京
と
い
う
彼
女
の
活
動
域
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。 
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写真 4-2 「地獄先生ぬ～べ～」における「口寄せ」  

も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
存
在
し
な
い
要
素
の
追
加
で
あ
る
。
師
資
相
承
の
現
実
に
反
し
た
「
イ

タ
コ
の
家
系
」
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
テ
ク
ス
ト
の
独
自
性
を
際
立
た
せ
て
い
る
の
は
、
や
は
り

人
物
名
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
イ
ヅ
ナ
使
い
の
要
素
だ
ろ
う
。
イ
ヅ
ナ
や
管
狐
は
、
特
定
の
家
や

宗
教
的
職
能
者
に
付
随
す
る
と
さ
れ
た
憑
き
物
の
一
種
で
あ
り
、
作
中
に
は
「
く
だ
狐
」
の
名
称

で
登
場
し
て
い
る
。 

イ
ヅ
ナ
の
伝
承
は
岩
手
県
や
青
森
県
に
も
確
認
さ
れ
る
が
、
論
者
が
知
る
限
り
、
稲
荷
を
信
仰

す
る
カ
ミ
サ
マ
に
保
有
が
囁
か
れ
る
例
は
あ
っ
て
も
、
イ
タ
コ
が
こ
れ
を
伝
統
的
に
使
役
し
て
き

た
と
い
う
話
は
聞
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
作
は
「
く
だ
狐
」
を
「
東
北
地
方
の
イ
タ
コ
（
霊

能
力
者
）
が
使
う
と
言
わ
れ
る
幼
獣
」
５

と
定
義
付
た
う
え
で
、
そ
の
使
役
を
イ
タ
コ
の
職
能
の

一
種
と
し
て
い
る
。 

既
述
の
よ
う
な
改
変
は
、
民
俗
文
化
の
在
り
様
か
ら
す
れ
ば
、「
イ
タ
コ
」
で
は
な
い
と
判
断
さ

れ
る
要
素
の
付
け
足
し
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、「
地
獄
先
生
ぬ
～
べ
～
」
に
お
け
る
《
イ
タ
コ
》

の
背
後
に
は
、
こ
う
し
た
諸
要
素
の
存
在
を
問
題
と
し
な
い
よ
う
な
「
イ
タ
コ
」
の
イ
メ
ー
ジ
、

す
な
わ
ち
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
単
純
か
つ
明
確
な
「
イ
タ
コ
」
観
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。 

同
様
の
特
徴
は
、
一
方
の
「
シ
ャ
ー
マ
ン
キ
ン
グ
」
に
も
確
認
さ
れ
る
。 

 

２
．
「
シ
ャ
ー
マ
ン
キ
ン
グ
」 

武
井
宏
之
「
シ
ャ
ー
マ
ン
キ
ン
グ
」
は
、
「
地
獄
先
生
ぬ
～
べ
～
」
と
同
様
、
『
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
』
で
一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
ま
で
長
期
連
載
さ

れ
た
マ
ン
ガ
で
あ
る
。
人
気
を
博
し
た
本
作
も
例
に
漏
れ
ず
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
が
な
さ
れ
、
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
（
二
〇
〇
一
年
‐
二
〇
〇
二
年
）
の
他
、
ゲ
ー

ム
や
Ｃ
Ｄ
も
制
作
さ
れ
た
。 
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写真 4-3「葉月いずな」の招霊  

 

写真 4-4「恐山アンナ」の招霊  

主
人
公
・
朝
倉
葉
が
「
世
界
の
救
世
主
」
た
る
「
シ
ャ
ー
マ
ン
キ
ン
グ
」
を
決
め
る
た

め
の
戦
い
―
―
「
シ
ャ
ー
マ
ン
フ
ァ
イ
ト
」
に
挑
む
、
と
い
う
内
容
が
物
語
っ
て
い
る
よ

う
に
、
本
作
の
登
場
人
物
の
多
く
は
「
シ
ャ
ー
マ
ン
」
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
「
シ
ャ
ー
マ
ン
」
は
、
神
仏
と
〝
何
ら
か
の
方
法
〟
で
接
触
を
図
る

能
力
者
全
般
を
指
し
て
い
る
た
め
、
〝
直
接
交
渉
〟
を
基
本
と
し
た
学
術
用
語
と
し
て
の

シ
ャ
ー
マ
ン
と
同
義
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
職
能
者
を
包
括
し
得
る
こ
の
枠
組
み

こ
そ
が
、
本
作
の
魅
力
で
あ
る
、
世
界
中
の
宗
教
的
技
法
お
よ
び
職
能
者
の
競
演
を
可
能

に
し
て
い
る
と
も
捉
え
ら
れ
よ
う
。 

こ
う
し
た
世
界
観
の
中
に
創
出
さ
れ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
イ
タ
コ
・
恐
山

き
ょ
う
や
ま

ア
ン
ナ
」
は
、

本
作
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
い
う
極
め
て
重
要
な
役
ど
こ
ろ
を
担
っ
て
い
る
。
人
の
心
を
読
む
能

力
ゆ
え
に
「
恐
山
」
に
捨
て
ら
れ
、
山
麓
で
イ
タ
コ
を
営
む
主
人
公
の
祖
母
に
よ
っ
て
養

育
さ
れ
た
過
去
を
持
つ
恐
山
ア
ン
ナ
に
は
、「
恐
山
」
や
「
下
北
」
と
い
っ
た
地
域
性
が
色

濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
の
過
去
に
は
単
行
本
二
巻
相
当
、
話
数
に
し
て
一
〇
話
の

分
量
が
費
や
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
先
の
「
葉
月
い
ず
な
」
が
、
「
恐
山
」
や
「
秋
田
県
」

を
随
伴
す
る
情
報
と
し
て
完
全
に
後
景
化
さ
せ
て
い
た
の
と
は
対
照
的
だ
と
言
え
よ
う
。 

し
か
し
、
下
北
地
方
の
市
街
地
を
生
活
の
場
と
す
る
師
匠
と
は
異
な
り
、
や
は
り
彼
女

の
場
合
も
、「
恐
山
」
や
「
下
北
」
と
の
結
び
付
き
は
あ
く
ま
で
「
過
去
」
の
出
来
事
に
過

ぎ
な
い
。
彼
女
が
作
品
内
の
「
今
」
を
生
き
て
い
る
の
は
、「
シ
ャ
ー
マ
ン
フ
ァ
イ
ト
」
の

開
催
地
と
な
っ
た
東
京
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
葉
月
い
ず
な
と
恐
山
ア
ン
ナ
は
、
決
し
て
異
な
る
存
在
で
は
な
い
。 

そ
れ
で
は
、
《
イ
タ
コ
》
と
し
て
の
恐
山
ア
ン
ナ
で
前
景
化
さ
れ
る
既
存
の
要
素
は
何
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
も
ま
た
、
他
な
ら
な
い
口
寄
せ
で
あ
っ
た
。
本
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写真 4-5 「クチヨセ」の憑依対象  

作
の
「
シ
ャ
ー
マ
ン
」
に
は
、
各
人
の
モ
チ
ー
フ
と
す
る
文
化
体
系
に
則
し
、
メ
ル
ク
マ

ー
ル
と
な
る
宗
教
的
技
能
、
い
わ
ゆ
る
「
得
意
技
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
彼

ら
の
駆
使
す
る
技
は
、
既
存
の
宗
教
伝
統
の
一
部
を
反
映
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
わ
け

だ
が
、
登
場
時
に
既
に
体
得
さ
れ
て
い
た
恐
山
ア
ン
ナ
の
得
意
技
は
、「
数
珠
を
鳴
ら
し
て

自
ら
を
ト
ラ
ン
ス
状
態
へ
と
導
き
、
霊
界
と
通
信
し
て
特
定
の
霊
を
呼
び
よ
せ
る
」
６

と

解
説
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
ク
チ
ヨ
セ
」
で
あ
る
。 

数
珠
を
か
き
鳴
ら
し
、
祭
文
を
唱
え
な
が
ら
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
入
り
、
死
者
の
霊
を
呼

び
出
す
と
い
う
「
ク
チ
ヨ
セ
」
の
手
法
は
、
実
際
の
口
寄
せ
と
も
重
な
る
も
の
と
言
え
、

葉
月
い
ず
な
の
「
口
寄
せ
」
と
比
較
し
て
も
、
両
者
に
さ
ほ
ど
の
相
違
は
見
当
た
ら
な
い

（
写
真

4
‐

3
、
写
真

4
‐

4
）
。
と
こ
ろ
が
、
呼
び
出
し
た
霊
の
憑
依
に
関
す
る
点
で
、

本
作
の
「
ク
チ
ヨ
セ
」
は
極
め
て
特
異
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
そ
の
要
因
は
、「
ク
チ
ヨ

セ
」
が
「
イ
タ
コ
」
以
外
の
被
憑
依
者
を
想
定
し
得
る
点
に
あ
る
。 

写
真

4
‐

5
の
場
面
が
示
す
よ
う
に
、
登
場
人
物
の
殆
ど
が
「
シ
ャ
ー
マ
ン
」
で
あ
る
本
作
に
お
い
て
、
「
ク
チ
ヨ
セ
」
の
被
憑
依
者
に
は
術
者
以
外
の
第

三
者
が
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
ク
チ
ヨ
セ
」
に
は
術
者
自
身
へ
の
降
霊
と
共
に
、
「
憑
け
る
」
と
い
う
第
二
の
宗
教
的
機
能
、
実
際
の
口
寄
せ
に
は
存
在

し
な
い
機
能
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。 

  

本
節
の
冒
頭
、
論
者
は
イ
メ
ー
ジ
の
単
純
化
・
一
般
化
に
伴
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
元
化
／
可
変
性
の
拡
大
に
着
目
し
た
う
え
で
、
こ
の
特
性
が
可
能

に
し
た
《
イ
タ
コ
》
の
敷
衍
的
な
利
用
と
、
創
作
分
野
に
お
け
る
《
イ
タ
コ
》
利
用
と
の
因
果
関
係
を
思
索
し
た
。
二
つ
の
作
品
に
確
認
さ
れ
た
「
口
寄
せ
の

前
景
化
／
口
寄
せ
以
外
の
後
景
化
」
と
「
存
在
し
な
い
要
素
の
追
加
」
が
、
前
掲
の
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
元
化
」
と
「
可
変
性
の
拡
大
」
に
相
応
し
た

特
徴
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
宗
教
的
職
能
に
特
化
し
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
形
成
は
多
様
な
《
イ
タ
コ
》
の
存
在
を
許
し
、
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そ
の
増
殖
を
促
し
た
。 

 

分
析
対
象
と
し
た
「
地
獄
先
生
ぬ
～
べ
～
」
や
「
シ
ャ
ー
マ
ン
キ
ン
グ
」
は
、
数
あ
る
創
作
物
の
中
で
も
特
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
の
高
い
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

に
分
類
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、《
イ
タ
コ
》
を
扱
う
他
の
創
作
物
に
比
し
て
改
変
度
が
高
く
、
前
掲
の
特
徴
を
と
り
わ
け
顕
著
に
示
す
作
品
で
あ

る
の
は
確
か
だ
。
し
か
し
、
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
表
象
の
背
後
に
潜
む
社
会
的
イ
メ
ー
ジ
の
顕
在
化
に
は
最
も
適
し
た
分
析
対
象
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

繰
り
返
し
と
な
る
が
、
《
イ
タ
コ
》
の
登
場
す
る
創
作
作
品
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
「
《
イ
タ
コ
》
ブ
ー
ム
」
の
時
期
に
も
制
作
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
前
章

ま
で
に
名
前
の
挙
が
っ
た
映
画
や
テ
レ
ビ
番
組
に
関
し
て
言
え
ば
、
こ
こ
に
「
地
獄
先
生
ぬ
～
べ
～
」
や
「
シ
ャ
ー
マ
ン
キ
ン
グ
」
の
よ
う
な
特
徴
を
見
出
す

こ
と
は
出
来
な
い
。
六
〇
年
代
の
作
品
に
描
か
れ
る
《
イ
タ
コ
》
、
そ
れ
は
「
恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
」
と
い
う
特
定
の
習
俗
を
「
他
者
の
文
化
」
と
し
て
切
り
取

っ
た
、
地
域
的
限
定
性
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
部
類
に
入
る
「
ゴ
ジ
ラ
映
画
」（
『
ゴ
ジ
ラ
・
エ
ビ
ラ
・
モ
ス
ラ 

南
海
の
大
決
闘
』
、
一
九

六
六
年
）
で
す
ら
、
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
表
象
に
確
認
さ
れ
た
特
徴
は
、
や
は
り
一
九
六
〇
年
代
よ
り
後
の
動
向

に
起
因
し
て
い
る
と
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

第
四
節 

結
語 

  

本
章
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
《
イ
タ
コ
》
の
特
徴
を
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
形
成
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
て
き
た
。 

「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
期
の
表
象
的
特
徴
の
延
長
線
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る
、
特
定
の
宗
教
的
職
能
を
焦
点
化
し
た
単
純
か
つ
普
遍
的
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の

形
成
は
、
そ
の
敷
衍
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
、
大
衆
文
化
に
お
け
る
《
イ
タ
コ
》
の
増
殖
を
促
し
た
。
こ
れ
は
、
一
九
八
〇
年
代
頃
か
ら
急
速
に
数
を
減
ら
し
、

今
ま
さ
に
消
滅
し
よ
う
と
し
て
い
る
民
俗
文
化
と
し
て
の
イ
タ
コ
の
動
向
と
は
対
照
的
で
あ
る
。 

 

「
イ
タ
コ
」
＝
憑
依
型
シ
ャ
ー
マ
ン
と
い
う
社
会
通
念
の
構
築
は
、
表
象
の
領
域
の
み
な
ら
ず
、
実
社
会
に
お
い
て
も
「
イ
タ
コ
」
の
増
殖
を
も
た
ら
す
こ

と
だ
ろ
う
。
現
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
宣
伝
を
行
い
、
電
話
回
線
を
利
用
し
て
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
う
「
電
話
占
い
」
の
市
場
で
は
、
「
イ
タ
コ
霊
能
者
」

や
「
イ
タ
コ
霊
媒
」
と
い
っ
た
造
語
と
共
に
、
「
イ
タ
コ
」
が
乱
立
す
る
状
況
に
あ
る
７

。
民
俗
文
化
の
在
り
様
に
照
ら
せ
ば
、
電
話
占
い
に
見
る
宗
教
的
職
能
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者
達
は
、
決
し
て
イ
タ
コ
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
人
々
が
「
イ
タ
コ
」
を
名
乗
る
こ
と
が
出
来
る
、
そ
し
て
、
名
乗
る
こ
と
に
価
値
を
見
出
す
の
は
、
前
掲
の

よ
う
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
存
在
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
主
要
な
形
成
要
因
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
存
在
は
対
象
の

知
名
度
の
高
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
知
名
度
の
高
さ
こ
そ
が
、
彼
ら
が
「
イ
タ
コ
」
に
見
出
し
て
い
る
価
値
に
他
な
ら
な
い
。 

ま
た
、
彼
ら
が
「
イ
タ
コ
」
を
名
乗
れ
る
理
由
も
、
降
霊
に
特
化
し
た
単
純
明
快
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
存
在
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
「
イ
タ
コ
」
を
名
乗
る

に
際
し
、
彼
ら
が
自
ら
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
で
削
ぎ
落
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
イ
タ
コ
の
伝
統
や
地
域
性
を
補
完
し
、
こ
れ
を
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
点
は

非
常
に
興
味
深
い
。
つ
ま
り
、
知
名
度
を
持
つ
「
イ
タ
コ
」
は
宗
教
的
な
市
場
の
中
で
一
種
の
ブ
ラ
ン
ド
と
化
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
一
見
ア
ン
ビ
バ
レ
ン

ト
に
映
る
前
掲
の
補
完
は
、
こ
の
ブ
ラ
ン
ド
の
力
を
増
強
す
る
た
め
の
行
動
だ
と
解
さ
れ
る
。 

 

伝
統
的
な
イ
タ
コ
が
姿
を
消
し
て
い
く
一
方
で
、
表
象
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
や
「
イ
タ
コ
を
名
乗
る
者
」
は
、
彼
ら
を
「
イ
タ
コ
」
だ
と
見
な
す
人
々
が

い
る
限
り
、
今
後
も
再
生
産
さ
れ
続
け
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。 

           



116 

 

                                        

          

 
１ 
吉
見
俊
哉
「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
」
、
北
川
高
嗣
他
編
『
情
報
学
事
典
』
弘
文
堂
、
二
〇
〇
二
年
、
五
一
〇
頁
。 

２ 

「
ひ
と
：
み
や
こ
う
せ
い
さ
ん 

ル
ー
マ
ニ
ア
の
〝
遠
野
〟
に
魅
せ
ら
れ
て
十
余
年
」
、
『
朝
日
新
聞
（
朝
刊
）
』
一
九
八
四
年
一
二
月
一
日
付
。
「P

E
O

P
L

E
 

S
h

o
w

 L
u

m
n

：
も
の
ま
ね
を
超
え
た
〝
イ
タ
コ
芸
〟
で
新
し
い
笑
い
を
生
む
男
」
、
『
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｙ
Ｂ
Ｏ
Ｙ
』
一
九
八
九
年
一
二
月
二
七
日
号
。 

３ 

原
作
・
真
倉
翔
、
作
画
・
岡
野
剛
『
地
獄
先
生
ぬ
～
べ
～ 

九
（
妖
怪
お
歯
黒
べ
っ
た
り
の
巻
）
』
集
英
社
、
一
九
九
五
年
、
一
一
六
頁
。 

４ 

原
作
・
真
倉
翔
、
作
画
・
岡
野
剛
『
地
獄
先
生
ぬ
～
べ
～ 

一
二
（
鬼
の
手
の
秘
密
の
巻
）
』
集
英
社
、
一
九
九
六
年
、
七
一
頁
。 

５ 

真
倉
・
岡
野
『
地
獄
先
生
ぬ
～
べ
～ 

九
』
、
一
一
六
頁
。 

６ 

武
井
宏
之
『
万
辞
苑
』
集
英
社
、
二
〇
〇
二
年
、
三
八
頁
。 

７ 

例
え
ば
、
「
電
話
占
い
陸
奥
」
（h

ttp
://m

u
ts

u
.c

c
/

）
、
「
花
染
」
（h

ttp
://k

a
z

e
n

.jp
/

）
、
「
青
森
発
霊
視
鑑
定 

天
啓
」
（h

ttp
://w

w
w

.te
n

k
e

i.n
e

t/

）
、
「
本

物
の
イ
タ
コ
霊
能
者
が
集
う
寺 

恐
山
霊
場
別
院 

王
寺
院
」
（h

ttp
://o

-ji.in
/

）
、
「
青
森
・
い
た
こ 

陸
奥
国 

尼
子
」
（h

ttp
://a

m
a

k
o

-ita
k

o
.jp

/

）
、
「
電

話
占
い
浄
恵
」
（h

ttp
://w

w
w

.jo
k

e
i.jp

/

）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
（
ア
ク
セ
ス
日
は
全
て
二
〇
一
五
年
九
月
二
六
日
）
。 
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第
五
章 

《
イ
タ
コ
》
の
登
場
と
《
恐
山
》
像
の
変
容 

 

第
一
節 

問
題
の
所
在 

  

大
衆
文
化
に
お
け
る
《
イ
タ
コ
》
の
登
場
が
、
恐
山
へ
の
注
目
を
通
じ
て
生
起
し
た
事
象
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
第
二
章
で
述
べ
た
。
以
来
、
《
イ
タ
コ
》

は
「
恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
」
と
い
う
特
定
の
巫
業
を
焦
点
化
し
続
け
て
き
た
わ
け
だ
が
、《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
の
流
通
と
は
、「
恐
山
と
結
び
付
い
た
《
イ
タ
コ
》

像
の
普
及
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
イ
タ
コ
と
結
び
付
い
た
《
恐
山
》
像
の
普
及
」
で
も
あ
っ
た
。
本
章
で
は
、
《
イ
タ
コ
》
の
登
場
に
伴
う
《
恐
山
》
像
の
変

化
を
追
う
こ
と
で
、
「
恐
山
」
と
い
う
場
の
観
点
か
ら
も
《
イ
タ
コ
》
の
登
場
を
捉
え
て
お
き
た
い
。 

青
森
県
の
下
北
半
島
中
央
部
に
位
置
す
る
恐
山
は
、
む
つ
市
新
町
（
旧
田
名
部
町
）
の
曹
洞
宗
寺
院
・
吉
祥
山
円
通
寺
を
本
坊
と
し
た
恐
山
菩
提
寺
の
境
内

地
に
当
た
り
、
日
本
三
大
霊
場
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
聖
地
で
あ
る
。
な
お
、
厳
密
に
言
え
ば
、「
恐
山
」
と
い
う
語
に
は
、
二
つ
の
位
相
が
存
在
す
る
。
一
つ

は
、
青
森
県
の
下
北
半
島
に
存
在
す
る
カ
ル
デ
ラ
地
帯
の
総
称
、
も
う
一
つ
は
、
そ
う
し
た
カ
ル
デ
ラ
地
帯
の
内
部
に
位
置
す
る
「
霊
場
恐
山
」
の
意
で
あ
っ

て
、
本
論
で
は
後
者
を
指
し
て
「
恐
山
」
の
語
を
使
用
し
て
き
た
。
当
地
は
仏
教
を
正
統
の
教
え
と
し
た
寺
院
境
内
地
で
あ
る
一
方
、
〝
死
者
の
魂
が
集
ま
る

山
〟
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
民
間
信
仰
の
場
で
も
あ
り
、
そ
こ
に
は
成
立
宗
教
の
枠
組
み
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
、
多
様
な
死
者
儀
礼
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
祭

典
時
に
見
ら
れ
る
イ
タ
コ
マ
チ
は
、
そ
う
し
た
数
あ
る
死
者
儀
礼
の
一
端
を
担
う
も
の
に
他
な
ら
な
い
。 

イ
タ
コ
が
恐
山
に
来
訪
し
始
め
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
学
者
や
郷
土
史
家
に
よ
っ
て
様
々
な
推
測
が
な
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
下
北
地
方
の

庶
民
信
仰
を
調
査
し
た
楠
正
弘
は
、
自
著
の
中
で
「
恐
山
に
イ
タ
コ
マ
チ
が
出
来
た
の
は
、
そ
れ
程
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
私
の
推
定
で
は
、
大
正
の
末
年
か
、

若
し
く
は
昭
和
初
年
の
頃
で
あ
る
。
若
し
か
す
る
と
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
了
後
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
１

と
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
民
俗
学

者
の
桜
井
徳
太
郎
も
「
恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
は
近
々
五
〇
年
ほ
ど
の
歴
史
し
か
も
っ
て
い
な
い
」
２

と
同
様
の
推
測
を
行
っ
て
い
る
。 

第
二
部
第
一
一
章
で
も
言
及
す
る
よ
う
に
、
一
七
九
三
年
（
寛
政
五
）
の
地
蔵
会
（
現
在
の
大
祭
に
相
当
）
を
描
写
し
た
菅
江
真
澄
「
於
久
能
宇
良
宇
良
」

を
始
め
、
幸
田
露
伴
「
易
心
後
語
」
（
明
治
二
五
）
、
日
下
部
四
郎
太
「
恐
山
紀
行
」
（
大
正
七
）
、
笹
沢
魯
羊
『
下
北
郡
地
方
誌
（
下
北
地
方
誌
）
』
（
大
正
一
〇
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‐
昭
和
九
）
と
い
っ
た
恐
山
関
連
の
文
章
に
は
イ
タ
コ
の
記
載
が
無
く
、
こ
れ
ら
を
根
拠
と
し
て
、
当
地
に
イ
タ
コ
マ
チ
の
成
立
し
た
時
期
を
考
え
る
こ
と
は

出
来
よ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
年
代
は
決
し
て
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。 

だ
が
、
大
衆
文
化
の
領
域
に
お
い
て
は
、
《
恐
山
》
と
《
イ
タ
コ
》
と
の
結
び
付
き
を
、
明
確
に
跡
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
【
表

5
‐

1
】
は
、
明
治

期
か
ら
一
九
六
〇
年
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し
た
、
恐
山
に
関
す
る
新
聞
・
雑
誌
記
事
の
一
覧
表
で
あ
る
。
こ
の
表
に
基
づ
け
ば
、
一
八
九
三
年
（
明
治
二
六
）

以
降
、
戦
前
に
限
っ
て
み
て
も
三
七
件
の
記
事
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
三
七
件
の
中
に
、
イ
タ
コ
の
話
題
を
含
む
記
事
は
見
当
た
ら

な
い
。
恐
山
を
取
り
上
げ
た
記
事
に
イ
タ
コ
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
雑
誌
『
旅
』
一
九
五
三
年
一
一
月
号
【
記
事
番
号

38
】
（
以
下
、
【 

】
内
は
全

て
【
表

5
‐

1
】
の
記
事
番
号
を
示
す
）
以
降
で
あ
る
。 

よ
っ
て
、
大
衆
文
化
に
お
け
る
《
恐
山
》
と
《
イ
タ
コ
》
と
の
関
係
性
を
概
観
す
れ
ば
、
戦
前
よ
り
存
在
し
て
い
た
前
者
に
、
一
九
五
〇
年
代
頃
か
ら
後
者

の
要
素
が
付
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、《
イ
タ
コ
》
が
現
れ
る
前
の
《
恐
山
》
と
は
、
一
体
い
か
な
る
場
所
と
し
て
描

か
れ
て
い
た
の
か
。
そ
し
て
、
《
イ
タ
コ
》
の
介
入
は
、
霊
場
の
在
り
様
を
い
か
に
変
化
さ
せ
た
の
か
。
こ
こ
で
は
、
「
死
者
と
生
者
と
の
接
触
」
に
焦
点
を
当

て
、
以
上
の
問
い
を
考
察
し
た
い
。 

 

第
二
節 

《
イ
タ
コ
》
以
前
の
《
恐
山
》
―
死
者
と
生
者
と
の
接
触
を
め
ぐ
っ
て
― 

  

前
述
の
と
お
り
、
恐
山
を
扱
う
記
事
に
イ
タ
コ
が
現
れ
始
め
た
の
は
、
戦
後
、
一
九
五
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、《
イ
タ
コ
》
の
出
現
を

遡
る
こ
と
半
世
紀
、
一
八
九
六
年
（
明
治
二
九
）
の
新
聞
記
事
に
は
、
既
に
「
恐
山
に
参
詣
し
て
亡
き
人
に
遭
は
ん
」
の
文
言
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。 

 

「
海
嘯
余
話
：
憫
れ
む
べ
き
妄
想
」
【

5
】 

万
死
に
一
生
を
得
た
る
も
の
父
母
兄
弟
妻
子
親
族
の
死
体
漂
着
す
る
を
見
て
悲
愁
胸
に
逼
り
て
遣
る
方
な
く
皆
只
或
は
死
者
の
跡
を
追
は
ん
と
し
或

は
六
部
と
な
り
て
追
福
を
営
ま
ん
と
し
或
は
恐
山
に
参
詣
し
て
亡
き
人
に
遭
は
ん
な
ど
い
ふ
の
み
妄
想
と
雖
も
真
に
憫
れ
む
べ
き
な
り 
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【表5-1】〈恐山〉に関する新聞・雑誌記事一覧（明治時代－1960年）

年 月 日 件名 新聞名／雑誌名 備考
1 1893 6 17 恐山鳴動 朝日新聞（東京・朝刊）
2 1893 6 17 恐山の噴火坑 朝日新聞（東京・朝刊）
3 1893 6 22 青森県下北半島の恐山が鳴動 読売新聞（朝刊）
4 1893 6 23 恐山鳴動の確報 朝日新聞（東京・朝刊）
5 1896 7 15 海嘯余話：憫れむべき妄想 朝日新聞（東京・朝刊）
6 1899 3 5 恐山鳴動 朝日新聞（東京・朝刊）
7 1900 8 4 恐山の惨事 朝日新聞（東京・朝刊）
8 1900 8 5 青森県恐山の変事後報 朝日新聞（東京・朝刊）
9 1901 4 13 地蔵堂入仏供養会 朝日新聞（東京・朝刊）
10 1911 4 21 大湊埋立と硫黄会社 朝日新聞（東京・朝刊）
11 1913 7 22 去年の今日：大湊港と恐山 朝日新聞（東京・朝刊）
12 1913 11 7 東北の農村　日記帳から 朝日新聞（東京・朝刊）
13 1918 7 4 恐山の神秘を物理学的に　日下部博士一行の研究登山 読売新聞（朝刊）
14 1918 7 21 博士の山籠　恐山で信仰物理学研究 朝日新聞（東京・朝刊）
15 1918 8 2 恐山紀行（１）：発端 朝日新聞（東京・朝刊）
16 1918 8 3 恐山紀行（２）：準備 朝日新聞（東京・朝刊）
17 1918 8 4 恐山紀行（３）：仙台出発（上） 朝日新聞（東京・朝刊）
18 1918 8 5 恐山紀行（３）：仙台出発（下） 朝日新聞（東京・朝刊）
19 1918 8 6 恐山紀行（４）：恐山着 朝日新聞（東京・朝刊）
20 1918 8 7 恐山紀行（５）：夜の賑はひ 朝日新聞（東京・朝刊）
21 1918 8 8 恐山紀行（６）：焦熱地獄 朝日新聞（東京・朝刊）
22 1918 8 9 恐山紀行（７）：血の池地獄 朝日新聞（東京・朝刊）
23 1918 8 10 恐山紀行（８）：極楽濱（上） 朝日新聞（東京・朝刊）
24 1918 8 11 恐山紀行（８）：極楽浜（下） 朝日新聞（東京・朝刊）
25 1918 8 12 恐山紀行（９）：帰仙 朝日新聞（東京・朝刊）
26 1919 5 2 祭礼と世間（１） 朝日新聞（東京・朝刊）
27 1926 11 24 恐山行（１） 朝日新聞（東京・朝刊）
28 1926 11 25 恐山行（２） 朝日新聞（東京・朝刊）
29 1926 11 26 恐山行（３） 朝日新聞（東京・朝刊）
30 1926 11 27 恐山行（４） 朝日新聞（東京・朝刊）
31 1926 11 28 恐山行（５） 朝日新聞（東京・朝刊）
32 1926 11 30 恐山行（５） 朝日新聞（東京・朝刊）
33 1930 3 1 あす開場の北海拓殖博覧会 朝日新聞（東京・夕刊）
34 1934 10 12 中里介山「大菩薩峠・恐山の巻」（連載小説）１ 読売新聞（夕刊） 1935.6.16(200回)まで
35 1935 6 26 ［広告］大菩薩峠　第14冊恐山の巻 読売新聞（朝刊）
36 1935 8 4 一千万年、自然の彫刻　津軽の奇絶境「仏ヶ浦」を探る 読売新聞（夕刊）
37 1938 7 信仰の山々：恐山 旅
38 1953 11 恐山の神秘 旅
39 1954 11 一人一湯：恐山 旅
40 1958 7 31 ニュース映画評：秀逸　「日共大会」（読売）と「恐山参り」（朝日） 読売新聞（夕刊）
41 1958 8 1 ニュース映画：見ものカメラ・ルポ二つ　読売の「日共大会」と朝日の「恐山参り」 朝日新聞（東京・夕刊）
42 1958 8 3 わたくしたちの伝説（26）：青森県　下北の恐山 読売新聞（朝刊）
43 1959 5 本州最北端の火山風景 旅
44 1960 8 24 読書：「日本山岳風土記」（東北・北越の山々） 読売新聞（朝刊）
45 1960 4 巫女の集う恐山の妖気 旅
46 1960 8 14 死霊を呼び出す恐山の巫女 週刊現代
47 1960 8 31 テレビ週評：意外に魅力が薄い　ローマ・オリンピック開会式 読売新聞（朝刊）
48 1960 10 三途川の向う岸 オール読物
49 1960 10 恐山の巫女市 オール読物
50 1960 12 巫女が呼ぶ恐山の地獄極楽 歴史読本
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こ
の
記
事
は
、
同
年
六
月
一
五
日
に
発
生
し
た
明
治
三
陸
大
津
波
の
余
話
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
陸
海
岸
一
帯
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
、
多
く
の

犠
牲
者
を
出
し
た
明
治
の
大
津
波
は
、
否
応
な
し
に
我
々
が
体
験
し
た
東
日
本
大
震
災
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
す
。
二
〇
一
一
年
以
降
、
恐
山
に
は
故
人
を
弔
う

た
め
、
そ
し
て
故
人
に
〝
会
う
〟
た
め
に
、
三
陸
沿
岸
の
地
域
か
ら
多
く
の
人
々
が
や
っ
て
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
治
期
に
書
か
れ
た
前
掲
記
事
の
様
相
は
、

一
〇
〇
年
以
上
の
時
を
隔
て
た
近
年
の
霊
場
の
姿
と
重
な
り
合
う
。 

と
は
言
え
、
現
在
の
《
恐
山
》
で
死
者
と
「
会
う
」
手
段
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
他
で
も
な
く
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
《
イ
タ

コ
》
の
介
在
無
し
に
成
立
し
得
な
い
手
段
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
で
は
、
《
イ
タ
コ
》
が
登
場
す
る
以
前
の
《
恐
山
》
に
お
け
る
「
亡
き
人
に
遭

は
ん
」
と
は
、
一
体
い
か
な
る
事
柄
を
指
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
内
実
を
知
る
う
え
で
参
考
に
な
る
の
が
、
日
下
部
四
郎
太
の
「
恐
山
紀
行
」
で
あ
る
。 

「
恐
山
紀
行
」
は
一
九
一
八
年
（
大
正
七
）
八
月
二
日
か
ら
一
二
日
ま
で
『
朝
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
全
一
一
回
の
連
載
記
事
で
あ
る
（
【

15
】
～
【

25
】
）
。

東
北
帝
国
大
学
理
科
大
学
教
授
だ
っ
た
日
下
部
四
郎
太
の
学
生
を
伴
っ
た
恐
山
へ
の
研
究
登
山
の
様
子
を
綴
っ
た
も
の
で
、
大
正
期
の
霊
場
、
と
り
わ
け
祭
典

の
景
況
を
窺
え
る
と
い
う
点
で
資
料
的
な
価
値
が
極
め
て
高
い
。
な
お
、
「
恐
山
紀
行
」
は
後
年
、
文
体
を
変
え
て
日
下
部
の
単
著
『
信
仰
仏
利 

二
人
行
脚
』

（
大
日
本
雄
弁
会
、
一
九
一
九
年
）
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
本
書
が
発
刊
か
ら
五
年
で
三
五
版
を
数
え
た
事
実
に
鑑
み
れ
ば
３

、
新
聞
連
載
と
合
わ
せ
て
、
大

衆
的
な
恐
山
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
少
な
か
ら
ず
寄
与
を
果
た
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

日
下
部
に
よ
る
研
究
登
山
の
主
眼
は
、
恐
山
に
認
め
ら
れ
る
「
神
秘
」
な
い
し
「
迷
信
」
の
物
理
学
的
な
解
明
に
あ
っ
た
。
一
行
の
仙
台
出
発
を
報
じ
た
『
朝

日
新
聞
』
の
記
事
（
【

14
】
）
に
お
い
て
、
彼
は
自
ら
の
取
り
組
み
の
趣
旨
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 

 

「
博
士
の
山
籠 

恐
山
で
信
仰
物
理
学
研
究
」
【

14
】 

出
発
前
博
士
は
元
気
よ
く
語
る
「
（
前
略
）
高
山
に
登
る
と
死
人
に
遭
ひ
或
は
死
人
の
言
葉
を
聞
く
事
が
出
来
る
と
い
ふ
様
な
伝
説
の
あ
る
山
は
到
る
所
に

あ
る
其
迷
信
を
産
ん
だ
原
因
は
何
で
あ
る
か
夫
を
研
究
す
る
の
が
信
仰
物
理
学
の
目
的
だ
（
後
略
）
」 

  

こ
こ
で
注
視
さ
れ
る
の
は
、
日
下
部
が
研
究
対
象
と
な
る
当
地
の
神
秘
性
を
「
死
者
と
の
接
触
」
に
求
め
て
い
る
点
、
し
か
も
接
触
の
在
り
様
を
、「
死
人
に
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遭
ひ
」
と
「
死
人
の
言
葉
を
聞
く
」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
で
表
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
同
様
の
表
現
は
「
恐
山
紀
行
」
の
中
に
も
確
認
さ
れ
、
出
発
の
前
段
階

を
描
い
た
連
載
第
二
回
（
【

16
】
）
で
も
「
死
人
に
会
は
れ
る
と
か
、
声
が
聞
え
る
と
か
様
々
の
参
詣
人
の
話
と
か
地
獄
の
話
と
か
行
か
ぬ
中
よ
り
随
分
と
物
識

り
に
な
つ
て
来
る
」
と
し
て
、
や
は
り
「
会
は
れ
る
」
と
「
声
が
聞
え
る
」
の
二
つ
が
弁
別
さ
れ
て
い
る
。
死
者
を
相
手
と
し
た
場
合
の
「
会
う
」
は
、
多
様

な
接
触
を
孕
む
非
常
に
多
義
的
な
語
で
あ
る
わ
け
だ
が
、「
聞
く
」
に
対
置
さ
れ
る
状
況
か
ら
し
て
、
こ
の
「
会
う
」
は
視
覚
を
主
体
と
し
た
接
触
を
指
す
と
解

し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
《
恐
山
》
に
は
、
視
覚
的
接
触
と
聴
覚
的
接
触
と
い
う
二
種
類
の
死
者
と
の
関
わ
り
方
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

な
る
。 

 

そ
の
う
え
で
、
日
下
部
は
死
者
と
の
接
触
を
実
現
す
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
も
詳
し
く
書
き
記
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
連
載
第
七
・
八
回
（
【

22
】【

23
】
）

で
描
写
さ
れ
た
某
婦
人
の
行
動
は
、「
会
う
」
た
め
の
方
法
を
教
示
す
る
貴
重
な
サ
ン
プ
ル
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
に
基
づ
け
ば
、
死
者
と
の
対
面
は
〝
剣
の
山
の

付
近
で
泣
く
〟
こ
と
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
。 

  
 

「
恐
山
紀
行
（
七
）
：
血
の
池
地
獄
」
【

22
】 

右
手
の
方
遥
に
見
ゆ
る
は
剣
之
山
で
此
の
附
近
一
帯
を
徘
徊
す
る
幾
多
の
婦
人
は
時
々
変
な
声
で
泣
く
茲
で
泣
け
ば
死
ん
だ
人
に
逢
は
れ
る
と
い
ふ
の
で

あ
る
一
人
の
婦
人
は
十
分
間
程
泣
い
て
居
つ
た
が
竟
に
諦
め
た
と
見
え
「
幾
ら
泣
い
て
も
ど
う
せ
逢
は
れ
ぬ
か
ら
ボ
ゴ
ボ
ゴ
で
も
見
て
行
か
う
」
と
言
ひ

乍
ら
元
の
晴
々
し
た
顔
に
な
つ
て
硫
化
水
素
の
盛
に
噴
出
す
る
池
の
辺
を
眺
め
な
が
ら
去
つ
て
仕
舞
つ
た 

 

「
恐
山
紀
行
（
八
）
：
血
の
池
地
獄
」
【

23
】 

八
万
地
獄
の
方
か
ら
剣
の
山
を
指
し
て
進
ん
で
行
く
と
（
中
略
）
何
の
事
は
無
い
左
手
に
居
る
婦
人
が
泣
い
て
居
る
の
で
あ
る
、
右
手
の
方
に
行
っ
て
三

人
連
の
婦
人
に
あ
の
女
は
何
で
泣
い
て
居
る
の
乎
と
聞
い
て
見
た
ら
死
ん
だ
亭
主
に
逢
ひ
度
つ
て
泣
い
て
居
る
の
で
す
随
分
馬
鹿
で
す
よ
と
笑
っ
て
居
つ

た
、
此
辺
を
泣
き
な
が
ら
徘
徊
す
れ
ば
死
人
に
逢
は
れ
る
と
信
じ
て
泣
い
て
泣
い
て
竟
に
は
発
狂
し
て
仕
舞
つ
た
人
も
あ
る
と
云
ふ
話
で
あ
る 
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さ
ら
に
、
連
載
第
八
回
で
は
、
死
者
の
声
を
「
聞
く
」
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
も
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

 
「
恐
山
紀
行
（
八
）
：
血
の
池
地
獄
」
【

23
】 

賽
の
河
原
附
近
に
行
け
ば
死
ん
だ
子
供
に
逢
ふ
事
が
出
来
た
り
先
祖
の
話
声
を
聞
く
事
も
あ
る
と
云
ふ
噂
で
あ
つ
た
が
番
僧
の
話
に
依
る
と
夫
は
滅
多
に

無
い
事
で
二
三
年
前
に
山
奥
に
行
つ
て
其
声
を
聞
い
た
人
が
竟
に
病
気
に
成
つ
て
死
ん
だ
さ
う
で
あ
る 

  

〝
死
者
の
声
〟
に
関
し
て
は
、「
恐
山
紀
行
」
よ
り
三
〇
年
ほ
ど
時
代
を
下
っ
た
、
一
九
五
一
年
発
表
の
佐
藤
春
夫
に
よ
る
紀
行
文
「
恐
山
半
島
記
」
が
類
話

を
収
録
し
て
い
る
４

。
当
該
テ
ク
ス
ト
は
同
年
夏
の
恐
山
訪
問
を
も
と
に
書
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
佐
藤
は
こ
こ
に
「
鶏
頭
山
は
鬱
蒼
た
る
寺
領
の
橅
山
の

一
つ
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
亡
者
の
幽
魂
の
集
り
来
つ
て
永
住
す
る
と
こ
ろ
と
さ
れ
、
人
の
こ
の
山
中
に
参
籠
祈
念
す
る
場
合
、
必
ず
意
中
の
死
者
の
声
を
耳
に

す
る
事
が
出
来
る
」
５

と
の
伝
承
を
綴
っ
て
い
る
。 

「
賽
の
河
原
」
と
「
鶏
頭
山
」
の
差
異
こ
そ
あ
れ
、
二
つ
の
伝
承
が
〝
境
内
の
所
定
の
場
所
に
お
け
る
滞
在
〟
を
死
者
と
の
接
触
手
段
と
説
く
点
で
、
同
一

の
構
造
を
取
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
構
造
が
、
前
掲
の
「
会
う
」
を
実
現
す
る
方
策
と
も
一
致
を
み
る
の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
視
覚
的
と
聴
覚
的
、
い
ず
れ
の
接
触
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
も
、
人
々
は
《
恐
山
》
と
い
う
〝
場
〟
を
通
じ
て
死
者
と
の
接
触
を
図
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
《
イ
タ
コ
》
以
前
の
《
恐
山
》
に
お
け
る
死
者
と
生
者
と
の
媒
介
主
体
、
そ
れ
は
、
「
恐
山
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

恐
山
関
連
の
記
事
で
イ
タ
コ
を
扱
っ
た
記
事
の
初
出
は
、
雑
誌
『
旅
』
一
九
五
三
年
一
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
恐
山
の
神
秘
」
（
【

38
】
）
で
あ
る
。
第
二

章
で
取
り
上
げ
た
た
め
詳
述
は
避
け
る
が
、
当
該
記
事
の
主
役
は
あ
く
ま
で
「
秘
境
」
と
し
て
の
《
恐
山
》
で
あ
り
、《
イ
タ
コ
》
に
は
、
場
を
構
成
す
る
一
要

素
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
与
え
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
時
点
で
は
「
イ
タ
コ
」
や
「
口
寄
せ
」
等
の
固
有
名
詞
（
民
俗
語
彙
）
も
使
用
さ
れ

て
お
ら
ず
、「
巫
子
に
志
を
は
ら
え
ば
、
忽
ち
死
者
の
魂
が
乗
り
う
つ
っ
て
、
と
う
と
う
と
過
去
を
喋
り
出
す
」
と
い
っ
た
一
般
的
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
、
死
者
と
生
者
と
の
媒
介
主
体
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、「
巫
子
」
の
登
場
は
、
従
来
の
《
恐
山
》
像
を
大
き
く
転
換
す
る
変
化
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、「
恐

山
」
か
ら
「
イ
タ
コ
」
へ
と
い
う
媒
介
主
体
の
移
行
が
窺
わ
れ
る
。 
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た
だ
し
、
右
の
変
化
は
《
イ
タ
コ
》
の
登
場
と
同
時
に
達
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
二
つ
の
主
体
が
混
在
し
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
例
え
ば
、

一
九
五
〇
年
代
に
同
じ
く
『
旅
』
に
掲
載
さ
れ
た
【

39
】
や
【

43
】
に
は
、
「
恐
山
に
行
け
ば
死
者
に
会
え
る
／
死
者
の
声
を
聞
け
る
」
と
「
イ
タ
コ
の
口
寄

せ
」
と
い
う
記
述
の
並
存
が
認
め
ら
れ
る
。 

 

「
一
人
一
湯
：
恐
山
」
【

39
】
（
下
線
は
論
者
に
よ
る
） 

温
泉
の
あ
る
寺
の
本
尊
地
蔵
尊
に
祈
れ
ば
死
ん
だ
人
の
声
が
聞
か
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
位
の
所
で
、
（
中
略
） 

そ
ん
な
関
係
で
温
泉
の
傍
に
供
養
の
為
の
塔
婆
が
目
白
押
し
に
並
ん
で
い
る
の
は
凄
味
が
あ
る
。
仏
の
霊
の
声
を
聞
け
る
と
い
う
の
で
毎
年
七
月
十
八
日

か
ら
一
週
間
の
縁
日
に
は
イ
タ
コ
と
い
う
女
占
師
が
善
男
善
女
の
為
に
霊
媒
の
露
天
を
並
べ
る
の
で
山
は
賑
う
が
、
（
後
略
）
［
四
九
頁
］ 

 

「
本
州
最
北
端
の
火
山
風
景
」
【

43
】
（
下
線
は
論
者
に
よ
る
） 

県
下
数
十
ヵ
寺
の
僧
を
あ
つ
め
て
お
こ
な
う
お
祭
り
が
と
く
に
知
ら
れ
て
あ
る
。
こ
の
日
、
恐
山
へ
行
け
ば
死
ん
だ
身
内
の
霊
に
あ
え
る
と
か
、
後
生
を

ね
が
い
た
い
、
亡
者
の
施
餓
鬼
供
養
を
し
た
い
、
こ
う
い
っ
た
農
民
た
ち
の
切
実
な
信
仰
が
す
べ
て
こ
の
日
に
集
中
さ
れ
、
朝
は
や
く
か
ら
登
山
す
る
信

者
た
ち
で
埋
め
ら
れ
る
の
だ
。
そ
れ
に
当
日
は
各
地
か
ら
巫
女
た
ち
も
大
勢
集
ま
っ
て
き
て
（
中
略
）
死
者
と
の
会
話
の
口
う
つ
し
や
お
祈
り
な
ど
を
し

て
、
大
い
に
に
ぎ
わ
う
風
変
り
な
状
景
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
［
五
四
頁
］ 

 

こ
の
よ
う
に
《
恐
山
》
の
一
部
と
し
て
光
を
当
て
ら
れ
た
《
イ
タ
コ
》
で
あ
っ
た
が
、
一
九
六
〇
年
代
に
入
る
と
、
記
事
の
主
役
自
体
が
《
恐
山
》
か
ら
《
恐

山
の
イ
タ
コ
》
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
伴
い
、《
恐
山
》
の
有
し
た
死
者
と
生
者
と
の
媒
介
機
能
は
、
外
在

的
な
宗
教
的
権
威
で
あ
る
民
間
巫
者
へ
と
移
譲
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
「
《
イ
タ
コ
》
の
介
入
は
、
霊
場
の
在
り
様
を
い
か
に
変
化
さ
せ
た
の
か
」
と
い
う
冒

頭
の
問
い
を
意
識
し
て
総
括
す
れ
ば
、
《
イ
タ
コ
》
の
登
場
は
、
《
恐
山
》
に
お
け
る
死
者
と
生
者
の
接
触
を
「
口
寄
せ
」
を
通
じ
た
聴
覚
的
な
も
の
に
限
定
す

る
と
同
時
に
、
当
地
を
「
死
者
に
会
え
る
山
」
か
ら
「
イ
タ
コ
を
通
じ
て

・

・

・

・

・

・

・

死
者
に
会
え
る
山
」
に
変
化
さ
せ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 
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第
三
節 

観
光
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
み
る
《
恐
山
》
の
変
容 

 

「
死
者
に
会
え
る
山
」
か
ら
「
イ
タ
コ
を
通
じ
て
死
者
に
会
え
る
山
」
へ
と
い
う
《
恐
山
》
の
変
化
は
、
新
聞
・
雑
誌
以
外
に
も
、
観
光
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と

い
う
書
籍
媒
体
を
通
じ
て
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
前
節
で
度
々
取
り
上
げ
た
『
旅
』
の
よ
う
に
、
雑
誌
の
中
に
も
観
光
産
業
の
振
興
を
担
う
媒
体
は

存
在
す
る
が
、
刊
行
ペ
ー
ス
が
早
く
、
ブ
ー
ム
の
牽
引
者
的
性
格
を
持
つ
雑
誌
と
は
少
々
異
な
り
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
そ
れ
ら
よ
り
も
一
歩
遅
れ
る
形
で
、
あ

る
程
度
、
定
番
化
し
た
表
象
を
扱
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
国
立
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
戦
後
の
観
光
ガ
イ
ド
（
た
だ
し
、
出
版

社
な
い
し
企
業
の
出
版
部
門
を
通
じ
て
流
通
し
た
書
籍
に
限
る
。
よ
っ
て
、
地
方
自
治
体
や
観
光
協
会
発
行
の
媒
体
は
含
ま
な
い
）
を
対
象
に
、
こ
こ
に
描
か

れ
る
《
恐
山
》
像
の
姿
を
追
う
こ
と
で
、
前
節
で
明
ら
か
と
な
っ
た
イ
メ
ー
ジ
変
遷
の
〝
定
着
〟
を
裏
付
け
て
お
き
た
い
。 

「
Ｎ
Ｄ
Ｌ
‐
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
」
を
使
用
し
、
「
東
北
」
と
「
観
光
」
な
い
し
「
旅
」
の
語
を
組
み
合
わ
せ
て
図
書
検
索
を
行
っ
た
結
果
、
一
九
四
五
年
か
ら
「
《
イ

タ
コ
》
ブ
ー
ム
」
の
生
じ
た
一
九
六
〇
年
代
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
中
に
、
「
恐
山
」
を
扱
っ
た
も
の
は
計
一
〇
件
確
認
さ
れ
た
６

。
件
数
こ
そ

多
く
な
い
も
の
の
、
こ
れ
ら
に
は
、
《
恐
山
》
像
の
定
着
を
知
る
う
え
で
、
非
常
に
貴
重
な
情
報
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。 

ま
ず
、
刊
行
年
の
最
も
古
い
冊
子
と
し
て
は
、
一
九
五
三
年
に
日
本
交
通
公
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
旅
行
叢
書 

第
４
集 

東
北
地
方
（
訂
正
第
３
版
）
』
が

挙
げ
ら
れ
る
。
本
書
の
「
恐
山
（
宇
曽
利
山
）
」
の
項
目
で
は
、
主
に
地
形
的
特
色
、
霊
場
・
円
通
寺
の
由
来
、
恐
山
温
泉
、
宿
坊
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お

り
、
こ
こ
に
は
当
然
の
よ
う
に
大
祭
に
関
す
る
情
報
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
内
容
は
、 

 

毎
年
七
月
十
八
日
か
ら
一
週
間
大
祭
典
と
称
す
る
縁
日
が
行
わ
れ
、
此
の
日
に
地
蔵
尊
を
祀
れ
ば
死
者
の
苦
難
を
救
う
と
信
ぜ
ら
れ
、
血
盆
経
を
読
誦
し
、

或
は
之
を
紙
に
包
ん
で
血
ノ
池
に
投
ず
る
風
習
が
今
に
行
わ
れ
て
い
る
［
九
八
頁
］ 

 

と
い
う
も
の
で
、
当
時
、
既
に
活
況
を
呈
し
て
い
た
は
ず
の
イ
タ
コ
マ
チ
に
つ
い
て
は
、
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
代
わ
り
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
地
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蔵
尊
へ
の
信
仰
と
血
ノ
池
に
お
け
る
血
盆
経
に
関
す
る
風
習
で
あ
る
。
同
様
の
記
述
は
、『
旅
』
一
九
三
八
年
（
昭
和
一
三
）
七
月
号
の
「
信
仰
の
山
々
：
恐
山
」

（
【

37
】
）
に
も
確
認
さ
れ
る
。 

 

毎
年
七
月
十
八
日
か
ら
一
週
間
、
縁
日
の
日
に
地
蔵
尊
を
祈
れ
ば
死
者
の
苦
難
を
救
ふ
と
信
ぜ
ら
れ
、
血
盆
経
を
誦
し
、
或
は
こ
れ
を
紙
に
包
ん
で
血
の

池
に
投
ず
る
風
習
が
行
は
れ
て
い
る
［
七
一
頁
］ 

 

二
つ
の
文
章
を
見
比
べ
て
気
付
く
の
は
、
偶
然
と
は
思
え
な
い
両
者
の
類
似
性
で
あ
る
。『
旅
行
叢
書 

第
４
集 

東
北
地
方
』
と
『
旅
』
は
、
共
に
日
本
交

通
公
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
た
め
、
前
者
が
後
者
の
記
述
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
可
能
性
は
大
い
に
あ
り
得
よ
う
。
と
は
言
え
、
事
実
の
ほ
ど
は
判
然
と
し

な
い
。
た
だ
一
つ
確
か
な
の
は
、
戦
前
由
来
の
〝
イ
タ
コ
の
い
な
い
〟
《
恐
山
》
像
が
、
一
九
五
三
年
の
段
階
に
お
い
て
も
未
だ
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
既
述
の
と
お
り
、
新
聞
・
雑
誌
に
お
け
る
《
イ
タ
コ
》
の
初
出
は
、
同
年
一
一
月
刊
行
の
『
旅
』
の
紙
面
上
で
あ
っ
た
。 

一
九
五
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
観
光
東
北
（
第
８
版
）
』
（
東
北
観
光
旅
行
社
）
の
場
合
も
、
や
は
り
大
祭
に
は
触
れ
て
い
る
も
の
の
、
イ
タ
コ
に
対
す
る
言

及
は
無
く
、
「
三
途
の
川
、
鬼
面
岩
、
八
大
地
獄
、
極
楽
の
浜
な
ど
の
地
獄
極
楽
が
あ
り
、
死
者
の
声
を
聞
く
と
い
う
」
［
一
四
七
頁
］
と
し
て
、
前
節
で
確
認

し
た
よ
う
な
《
イ
タ
コ
》
以
前
の
《
恐
山
》
像
を
提
示
し
て
い
る
。
変
化
が
生
じ
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
二
年
後
の
『
最
新
旅
行
案
内 

第
２
（
改
訂
２
版
）
』（
日

本
交
通
公
社
）
か
ら
で
あ
り
、
本
書
で
は
、 

 

ま
い
年
、
七
月
二
〇
日
か
ら
二
四
日
ま
で
、
大
祭
典
と
よ
ぶ
縁
日
が
行
な
わ
れ
、
参
詣
人
が
多
い
。
こ
の
と
き
は
〝
お
し
ら
さ
ま
〟
を
ま
つ
る
巫
女

み

こ

も
出

て
、
死
者
の
言
葉
を
伝
え
る
呪
術
も
さ
れ
る
［
一
二
八
頁
］ 

 

と
い
う
よ
う
に
、
大
祭
の
部
分
で
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
を
紹
介
し
て
い
る
。「
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
ブ
ー
ム
」
が
一
九
六
〇
年
に
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

ブ
ー
ム
の
発
生
が
イ
タ
コ
と
結
び
付
い
た
《
恐
山
》
像
の
定
着
に
対
し
、
一
定
の
寄
与
を
果
た
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。 



126 

 

な
お
、
国
立
国
会
図
書
館
に
は
一
九
六
九
年
に
出
版
さ
れ
た
「
改
訂
１
７
版
」
の
所
蔵
も
確
認
さ
れ
、
本
版
で
は
「
改
訂
２
版
」
の
「
〝
お
し
ら
さ
ま
〟
を

ま
つ
る
巫
女
（
み
こ
）
」
と
い
う
表
現
を
、「
〝
お
し
ら
さ
ま
〟
を
ま
つ
る
巫
女
（
い
た
こ
）
」
に
改
め
て
い
る
。
他
の
版
が
欠
落
し
て
い
る
た
め
改
訂
の
時
期
は

不
明
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
状
況
を
見
る
に
、
前
掲
の
よ
う
な
《
恐
山
》
像
の
定
着
と
は
、
同
時
に
「
イ
タ
コ
」
や
「
口
寄
せ
」
と
い
っ
た
民
俗
語
彙
の
定
着

で
も
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。 

そ
の
後
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
『
日
本
の
旅 

第
２ 

東
北
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
三
年
）
、『
北
海
道
・
東
北
の
旅
』（
実
業
之
日
本
社
、
一
九
六
五
年
）
、

『
全
国
温
泉
の
旅 

上
』
（
実
業
之
日
本
社
、
一
九
六
五
年
）
、
『
日
本
の
旅 

第
２
』
小
学
館
、
一
九
六
六
年
）
、
『
カ
ラ
ー
旅 

第
２
』
（
主
婦
と
生
活
社
、
一

九
六
八
年
）
と
い
っ
た
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、《
イ
タ
コ
》
の
登
場
に
よ
っ
て
、
も
は
や
こ
こ
に
「
死
者
に
会
え
る
山
」
の
面
影
を
窺
う
こ
と

は
出
来
な
い
。 

 

『
日
本
の
旅 

第
２ 

東
北
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
三
年
、
一
八
二
頁 

江
戸
時
代
に
な
っ
て
、
円
空
も
来
山
す
る
こ
ろ
に
な
る
と
、
死
者
の
魂
が
こ
こ
に
集
ま
る
と
い
う
信
仰
が
ひ
ろ
が
り
、
地
獄
極
楽
の
冥
府
に
模
さ
れ
た
。

こ
こ
の
祭
（
七
月
二
〇
日
～
二
四
日
）
に
は
津
軽
地
方
か
ら
イ
タ
コ
が
集
ま
り
、
死
者
の
こ
と
ば
を
伝
え
る
口
よ
せ
の
行
事
が
行
な
わ
れ
る
。
イ
タ
コ
と

は
津
軽
地
方
の
「
お
し
ら
さ
ま
」
を
信
仰
す
る
巫
女
で
あ
る
。 

 

『
北
海
道
・
東
北
の
旅
』
実
業
之
日
本
社
、
一
九
六
五
年
、
一
二
八
‐
一
二
九
頁 

毎
年
７
月

１８
日
～

２４
日
に
か
け
て
開
か
れ
る
地
蔵
講
に
は
、
死
者
の
こ
と
ば
を
信
者
に
伝
え
る
イ
タ
コ
「
巫
女
」
の
口
寄
せ
が
行
な
わ
れ
、
日
本
三
大
霊

場
に
ふ
さ
わ
し
い
光
景
を
い
ま
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

『
全
国
温
泉
の
旅 

上
』
実
業
之
日
本
社
、
一
九
六
五
年
、
六
三
頁 

 
 

 

７
月

２０
日
～

２４
日
の
円
通
寺
の
祭
典
の
日
に
は
巫
女
に
よ
っ
て
死
人
の
声
が
き
か
れ
る
と
い
い
、
巫
女
の
呪
文
は
仏
教
音
楽
の
研
究
材
料
に
さ
れ
る
。 
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し
た
が
っ
て
、「
死
者
に
会
え
る
山
」
と
い
う
《
恐
山
》
像
は
、
一
九
五
〇
年
代
ま
で
は
流
通
し
て
い
た
も
の
の
、
一
九
六
〇
年
代
に
入
っ
た
頃
に
は
も
は
や

「
イ
タ
コ
を
通
じ
て
死
者
に
会
え
る
山
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
優
勢
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
楠
正
弘
や
高
松
敬
吉
は
自
著
の
中
で
、
恐
山
や
イ
タ

コ
が
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
、
多
く
の
人
々
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
三
〇
年
代
頃
だ
と
述
べ
て
い
た
７

。
本
節
で
得
ら
れ
た
結
果

は
、
こ
の
見
解
の
正
当
性
を
証
明
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。 

 

第
四
節 

「
死
者
に
会
え
る
山
」
に
対
す
る
霊
場
管
理
者
の
反
応 

 

冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
恐
山
は
旧
田
名
部
町
に
位
置
し
た
吉
祥
山
円
通
寺
の
管
理
下
に
置
か
れ
、
当
寺
を
本
坊
と
し
た
恐
山
菩
提
寺
の
境
内
地
と
い
う

扱
い
に
な
っ
て
い
る
。
慈
覚
大
師
円
仁
を
開
祖
と
す
る
当
地
は
、
一
度
廃
絶
の
後
、
一
五
三
〇
年
（
享
禄
三
）
に
円
通
寺
開
祖
・
宏
智
聚
覚
の
手
で
再
興
さ
れ

た
と
い
う
８

。
こ
れ
は
縁
起
上
の
話
で
あ
る
が
、
近
世
以
降
の
動
向
に
つ
い
て
は
史
料
に
よ
る
把
握
が
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
一
七
世
紀
後
期
に
円
通
寺
が
恐

山
と
の
結
び
付
き
を
強
め
、
同
世
紀
末
に
生
じ
た
天
台
勢
力
と
の
競
争
を
経
て
、
今
日
ま
で
当
地
を
治
め
て
き
た
状
況
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
９

。
つ
ま
り
、

「
死
者
に
会
え
る
山
」
と
い
う
信
仰
な
い
し
イ
メ
ー
ジ
の
普
及
し
て
い
た
時
分
も
、
恐
山
は
仏
教
寺
院
の
管
理
下
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

近
世
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
恐
山
の
「
正
統
」
な
信
仰
は
、
他
な
ら
ぬ
仏
教
で
あ
っ
た
。
と
は
言
え
、
仏
教
の
教
義
を
逸
脱
し
た
信
仰
に
対
す
る
寺
院
側

の
態
度
は
、
極
め
て
寛
容
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
本
節
で
は
、《
イ
タ
コ
》
が
介
入
す
る
以
前
の
《
恐
山
》
像
に
対
す
る
霊
場
管
理
者
の
ス

タ
ン
ス
を
確
認
し
、
介
入
後
の
変
化
を
焦
点
化
し
た
第
二
部
に
お
け
る
議
論
の
足
場
を
作
る
こ
と
で
本
章
の
終
わ
り
に
代
え
た
い
。 

「
死
者
と
会
え
る
山
」
と
い
う
民
間
信
仰
を
指
示
す
る
事
例
は
多
い
。
だ
が
、
寺
院
の
関
与
す
る
例
と
な
る
と
、
話
は
別
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
注
目
さ

れ
る
の
は
、
下
北
地
方
の
郷
土
史
家
と
し
て
名
高
い
笹
澤
魯
羊
が
一
九
三
八
年
（
昭
和
一
三
）
に
雑
誌
『
う
と
う
』
（
青
森
郷
土
会
）
へ
寄
せ
た
、
「
奥
羽
の
霊

場
恐
山
」
と
題
し
た
論
考
で
あ
る
。
恐
山
の
概
要
を
語
っ
た
本
稿
に
は
、「
開
闢
」「
変
遷
」
等
と
並
ん
で
「
民
間
の
信
仰
」
と
い
う
項
目
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、

「
人
間
が
死
に
ま
す
れ
ば
、
其
霊
は
恐
山
に
行
く
」
１
０

と
の
信
仰
が
具
体
例
を
交
え
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
恐
山
に
登
れ
ば
死
ん
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だ
者
に
も
逢
へ
る
」
と
聞
い
て
来
山
し
た
母
子
の
話
に
お
い
て
、
寺
院
の
番
僧
は
死
者
と
の
邂
逅
を
信
ず
る
彼
ら
の
言
動
に
当
惑
し
つ
つ
も
、
そ
の
信
仰
を
否

定
す
る
こ
と
な
く
、
許
容
す
る
態
度
を
見
せ
て
い
る
。 

 

曾
て
夫
が
難
航
し
て
行
衛
知
れ
ず
に
な
つ
た
女
が
娘
を
伴
ふ
て
登
山
致
し
ま
し
て
、
寺
の
宿
坊
に
泊
ま
り
ま
し
た
が
、
こ
の
母
子
は
番
僧
の
許
に
参
り

ま
し
て
申
し
ま
す
に
は
「
恐
山
に
登
れ
ば
死
ん
だ
者
に
も
逢
へ
る
と
承
は
つ
て
参
り
ま
し
た
が
、
如
何
に
致
し
ま
す
れ
ば
、
亡
き
夫
、
亡
き
親
に
逢
へ
る

こ
と
が
叶
ふ
で
御
座
い
ま
せ
う
か
」
と
真
剣
に
尋
ぬ
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。
番
僧
は
早
速
の
返
事
に
当
惑
致
し
ま
し
た
が
、
修
験
者
や
熱
心
な
信
仰
の
人
々

に
は
地
蔵
堂
に
参
籠
し
て
、
限
り
な
き
法
悦
に
ひ
た
る
人
も
あ
り
ま
す
の
で
、
或
は
地
蔵
堂
に
お
籠
り
し
て
見
て
は
如
何
か
と
申
し
ま
し
た
。
然
る
に
母

子
は
亡
き
人
に
逢
ひ
た
い
一
念
か
ら
、
些
か
躊
躇
恐
怖
す
る
処
も
な
く
早
速
希
望
致
し
ま
し
て
、
森
閑
寂
寥
た
る
地
蔵
堂
に
而
も
燈
火
を
滅
し
て
其
夜
お

籠
り
を
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
翌
朝
再
び
番
僧
の
前
に
出
で
ま
し
て
、
如
何
に
も
満
足
さ
う
な
態
度
に
て
、
昨
晩
は
お
陰
様
に
て
亡
き
人
に
逢

ふ
こ
と
が
出
来
ま
し
た
と
、
厚
く
礼
を
申
述
べ
て
嬉
し
気
に
下
山
致
し
た
と
申
し
ま
す
。
１
１ 

  

笹
沢
が
「
お
話
」
と
表
す
よ
う
に
、
前
掲
の
出
来
事
は
あ
く
ま
で
も
伝
承
上
の
出
来
事
な
の
で
あ
っ
て
、
事
実
の
記
載
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う

し
た
説
話
が
生
み
出
さ
れ
た
と
い
う
「
事
実
」
と
、
そ
れ
を
笹
澤
が
当
地
の
民
間
信
仰
の
代
表
と
し
て
取
り
上
げ
た
「
事
実
」（
な
お
、
本
稿
は
ラ
ジ
オ
の
全
国

中
継
で
話
さ
れ
た
内
容
の
活
字
化
に
当
た
る
）
、
そ
し
て
、
少
な
く
と
も
近
代
以
降
、
「
死
者
に
会
え
る
山
」
と
い
う
信
仰
の
流
布
を
寺
院
側
が
積
極
的
に
否
定

し
て
こ
な
か
っ
た
状
況
は
、
霊
場
管
理
者
の
態
度
を
知
る
う
え
で
十
分
に
示
唆
的
で
あ
る
。 

 

「
奥
羽
の
霊
場
恐
山
」
に
確
認
さ
れ
る
寺
院
側
の
態
度
は
、
伝
承
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
止
ま
ら
ず
、
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
刊
行
物
の
中
に
も
表
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

言
う
「
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
刊
行
物
」
と
は
、
境
内
で
頒
布
さ
れ
る
寺
務
所
監
修
の
有
料
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
意
で
、
戦
後
の
刊
行
物
に
限
定
し
た
場
合
、
現
段
階

に
お
い
て
、
論
者
は
二
タ
イ
プ
五
種
類
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
存
在
を
確
認
し
て
い
る
（
本
節
末
の
【
資
料
】
を
参
照
）
。
た
だ
し
、
一
九
七
三
年
か
ら
一
九
八
九

年
の
間
に
作
成
さ
れ
た
「
タ
イ
プ
Ａ
」
に
つ
い
て
は
、
寺
務
所
監
修
の
確
証
が
得
ら
れ
な
い
た
め
、
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
と
捉
え
得
る
の
は
「
タ
イ
プ
Ｂ
」
の
冊
子

の
み
と
な
る
。 
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現
在
販
売
中
の
も
の
を
含
む
「
タ
イ
プ
Ｂ
」
の
三
種
は
、
装
丁
や
情
報
に
多
少
の
異
同
が
あ
る
の
み
で
、
掲
載
さ
れ
る
写
真
や
記
述
に
差
異
は
殆
ど
認
め
ら

れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
冊
子
に
掲
げ
ら
れ
た
当
地
の
解
説
に
は
、「
四
百
年
の
昔
日
よ
り
、
亡
き
人
の
霊
魂
は
恐
山
に
往
き
、
蓮
華
八
葉
の
中
、
地
蔵
尊
の
法
衣
に

つ
つ
ま
れ
て
安
ら
か
に
永
眠
す
る
と
伝
え
ら
れ
る
」
［
五
頁
］
と
の
記
述
に
続
い
て
、
「
籠
山
し
て
念
ず
れ
ば
、
亡
き
人
の
音
容
に
触
れ
る
事
が
出
来
る
と
い
う

実
話
が
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
」［
同
］
と
の
一
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
死
者
と
の
「
接
触
」
に
こ
そ
言
及
し
て
い
な
い
も
の
の
、
恐
山
の
正
史
に
当
た

る
『
恐
山
本
坊
円
通
寺
誌
』
（
本
坊
・
円
通
寺
、
一
九
六
七
年
）
や
「
タ
イ
プ
Ａ
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
入
山
時
に
現
在
配
布
さ
れ
て
い
る
無
料
の
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
も
ま
た
、
死
者
が
恐
山
に
集
う
と
い
う
民
間
信
仰
を
取
り
上
げ
て
い
る
。 

死
者
と
の
接
触
に
関
し
て
は
、
一
八
六
二
年
（
文
久
二
）
に
盛
岡
よ
り
恐
山
参
拝
を
果
た
し
た
玄
々
亭
青
瓢
が
、
早
く
も
「
死
者
の
名
を
数
声
呼
ひ
つ
つ
く

れ
は
其
人
顕
れ
出
る
と
云
ふ
」
１
２

と
の
言
い
伝
え
を
記
録
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
、
嘆
き
の
あ
ま
り
「
気
違
ひ
」
に
な
る
者
が
出
た
た
め
、
寺
が
当
該
行
為
を

禁
止
し
た
と
の
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
宮
崎
ふ
み
子
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
１
３

、
寺
院
が
一
八
世
紀
に
本
尊
の
延
命
地
蔵
尊
に
よ
る
死
者
救
済
を
強

調
し
た
際
、
こ
の
救
済
を
〝
地
蔵
が
夜
ご
と
境
内
を
歩
き
回
り
、
も
た
ら
さ
れ
る
「
具
体
的
現
象
」
〟
と
説
い
た
経
緯
に
鑑
み
れ
ば
、
籠
山
す
れ
ば
死
者
に
会

え
る
と
い
う
信
仰
の
発
生
は
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、「
正
統
」
に
値
す
る
教
え
で
は
な
い
も
の
の
、
同
根
の
派
生
物
で
あ
る
前
掲

の
信
仰
に
は
、
正
統
の
信
仰
を
補
強
す
る
役
割
が
認
め
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
が
作
用
し
た
結
果
、
「
死
者
に
会
え
る
山
」
や
「
死
霊
の
集
う
山
」

に
対
す
る
寺
院
側
の
態
度
は
徐
々
に
軟
化
し
、
霊
場
の
構
成
要
素
と
見
な
し
得
る
ま
で
に
至
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
同
類
の
民
間
信
仰
で
あ
る
イ

タ
コ
や
、
こ
れ
と
結
び
付
い
た
恐
山
イ
メ
ー
ジ
へ
の
反
応
と
は
大
き
く
異
な
る
。 

第
二
部
に
て
詳
述
す
る
が
、
一
九
六
〇
年
代
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
全
国
に
膾
炙
し
た
《
恐
山
の
イ
タ
コ
／
恐
山
＝
イ
タ
コ
》
と
い
う
表
象
は
、
受

容
者
の
行
動
を
介
し
、
霊
場
の
様
相
を
一
変
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
一
連
の
変
化
を
機
に
、
寺
院
は
当
該
表
象
に
対
す
る
危
機
感
を
強
め
て
い
く
。
例
え
ば
、
一

九
七
〇
年
代
以
降
に
作
成
さ
れ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
当
地
の
イ
タ
コ
マ
チ
に
関
す
る
情
報
や
写
真
の
掲
載
は
見
ら
れ
な
い
。
寺
院
の
自
己
表
象
と
解
さ
れ

る
こ
れ
ら
の
恐
山
像
が
、
霊
場
の
実
態
と
大
衆
的
な
イ
メ
ー
ジ
、
双
方
よ
り
距
離
を
取
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
本
論
の
明
ら
か
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ

の
他
の
民
間
信
仰
に
は
言
及
さ
れ
て
い
る
点
、
ま
た
、
一
九
六
七
年
に
正
史
と
し
て
編
ま
れ
た
『
円
通
寺
誌
』
に
は
、
「
「
イ
タ
コ
」
と
称
す
る
、
霊
媒
や
巫
女

が
、
県
内
及
び
岩
手
県
方
面
か
ら
も
、
こ
の
大
祭
に
は
参
集
し
、
幽
冥
そ
の
境
を
異
に
し
な
が
ら
、
対
話
し
あ
う
「
口
寄
せ
」
が
境
内
で
行
な
わ
れ
る
」
１
４

と
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の
記
載
が
含
ま
れ
る
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
見
る
恐
山
像
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
生
じ
た
イ
タ
コ
を
め
ぐ
る
動
向
に
基
礎
付
け

ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。 

《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
の
普
及
と
は
、
《
恐
山
》
に
お
け
る
霊
媒
の
変
化
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
仏
教
よ
り
派
生
し
た
民
間
信
仰
」
か
ら
「
仏
教
と
は
別
の
宗
教

的
権
威
」
へ
と
い
う
、
い
わ
ば
仏
教
の
希
薄
化
を
志
向
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
第
八
章
で
再
度
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。 
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【
資
料
】
参
拝
記
念
の
有
料
パ
ン
フ
レ
ッ
ト 

※
現
時
点
で
、
二
タ
イ
プ
五
種
類
の
存
在
を
確
認
（
全
て
私
蔵
） 

（
１
）
タ
イ
プ
Ａ
：
『
霊
場
恐
山
』
（1

8
c
m
×

2
0

c
m

、
リ
ン
グ
ノ
ー
ト
形
式
、
全
三
三
頁
） 

①
一
九
七
三
年
‐
一
九
八
六
年
の
間
に
作
成
さ
れ
た
も
の 

…
…
一
九
七
三
年
開
始
の
「
秋
詣
り
」
の
記
載
あ
り
、
一
九
八
七
年
に
復
元
が
完
了
す
る
以
前
の
地
蔵
堂
の
写
真
を
掲
載
。 

②
一
九
八
七
年
‐
一
九
八
九
年
の
間
に
作
成
さ
れ
た
も
の 

…
…
一
九
八
七
年
に
完
成
し
た
復
元
後
の
地
蔵
堂
の
写
真
を
使
用
、
一
九
八
九
年
に
新
築
さ
れ
た
山
門
の
記
載
な
し
。 

             

 

【タイプ A－①】  

 

【タイプ A－②】  
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（
２
）
タ
イ
プ
Ｂ
：
『
慈
覚
大
師
円
仁
開
基 

霊
場
恐
山
』
（2

1
c
m
×

2
1

c
m

、
冊
子
、
全
二
九
頁
） 

①
一
九
八
九
年
‐
二
〇
〇
三
年
の
間
に
作
成
さ
れ
た
も
の 

 
 

…
…
一
九
八
九
年
完
成
の
山
門
の
記
載
あ
り
、
二
〇
〇
三
年
に
新
築
さ
れ
た
宿
坊
の
記
載
な
し
。 

 

②
一
九
八
九
年
‐
二
〇
〇
三
年
の
間
に
作
成
さ
れ
た
も
の 

 
 

…
…
①
と
同
様
。
た
だ
し
、
「
入
山
料
」
が
①
と
異
な
る
（
③
と
同
金
額
）
。 

 

③
二
〇
〇
三
年
以
降
に
作
成
さ
れ
た
も
の
（
現
在
販
売
中
） 

…
…
二
〇
〇
三
年
完
成
の
宿
坊
（
吉
祥
閣
）
の
情
報
を
記
載
。
装
丁
は
②
と
同
じ
。 

             

 

【タイプ B－①】  

 

【タイプ B－②、③】  
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１ 

楠
正
弘
『
庶
民
信
仰
の
世
界
―
恐
山
信
仰
と
オ
シ
ラ
サ
ン
信
仰
―
』
未
来
社
、
一
九
八
四
年
、
一
六
六
頁
。 

２ 

桜
井
徳
太
郎
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム 

上
巻
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
、
一
五
七
頁
。 

３ 

国
立
国
会
図
書
館
の
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
は
、
初
版
と
は
別
に
、
一
九
二
四
年
（
大
正
一
三
）
三
月
一
日
発
行
の
第
三
五
版
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。 

４ 

佐
藤
春
夫
「
恐
山
半
島
記
」
、
『
文
芸
春
秋
』
第
二
九
巻
第
一
二
号
、
一
九
五
一
年
。
な
お
『
文
藝
春
秋
』
は
大
宅
壮
一
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

「
恐
山
半
島
記
」
は
使
用
目
録
の
「
恐
山
（
イ
タ
コ
）
」
の
項
目
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。 

５ 

佐
藤
春
夫
『
定
本
佐
藤
春
夫
全
集 

第
二
七
巻
』
、
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
九
六
頁
。 

６ 

た
だ
し
、
こ
の
検
索
結
果
は
、
大
道
晴
香
「
〈
イ
タ
コ
〉
以
前
の
〈
恐
山
〉
―
活
字
メ
デ
ィ
ア
に
み
る
〈
恐
山
〉
像
の
変
容
―
」
（
『
世
間
話
研
究
』
第
二
〇

号
、
二
〇
一
一
年
）
執
筆
時
の
も
の
で
あ
り
、
検
索
シ
ス
テ
ム
の
更
新
さ
れ
た
二
〇
一
五
年
九
月
現
在
、
同
条
件
の
検
索
で
は
、
こ
の
う
ち
の
数
冊
が
該
当
し

な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。 

７ 

宮
本
袈
裟
雄
、
高
松
敬
吉
『
山
と
信
仰 
恐
山
』
佼
成
出
版
、
一
九
九
五
年
、
一
八
六
頁
。
楠
『
庶
民
信
仰
の
世
界
』
、
二
三
頁
。 

８ 

恐
山
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
楠
正
弘
『
庶
民
信
仰
の
世
界
―
恐
山
信
仰
と
オ
シ
ラ
サ
ン
信
仰
―
』
（
未
来
社
、
一
九
八
四
年
）
、
宮
崎
ふ
み
子
「
霊
場

恐
山
の
誕
生
」
（
『
環
』v

o
l.8

、
二
〇
〇
二
年
）
、
青
森
県
史
編
さ
ん
民
俗
部
会
編
『
青
森
県
史 

民
俗
編 

資
料
下
北
』
（
青
森
県
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。 

９ 

楠
『
庶
民
信
仰
の
世
界
』
、
七
四
‐
七
九
頁
。
宮
崎
「
霊
場
恐
山
の
誕
生
」
、
三
六
〇
‐
三
六
一
頁
。 

１
０ 

笹
沢
魯
羊
「
奥
羽
の
霊
場
恐
山
」
、
『
う
と
う
』
第
二
四
号
、
一
九
三
八
年
、
六
頁
。 

１
１ 

笹
沢
「
奥
羽
の
霊
場
恐
山
」
、
七
頁
。 

１
２ 

玄
々
亭
青
瓢
『
恐
山
記
行
』
、
『
青
森
県
史 

民
俗
編 
資
料
下
北
』
、
六
七
八
頁
。
な
お
、
『
青
森
県
史 

民
俗
編 

資
料
下
北
』
で
は
、
引
用
部
分
に
前

置
さ
れ
る
箇
所
を
「
か
き
り
な
く
亡
者
を
慕
ふ
者
来
り
。
通
釈
を
し
て
香
花
を
具
へ
て
南
無
々
々
と
と
な
へ
、（
死
者
の
名
を
数
声
呼
ひ
つ
つ
く
れ
は
其
人
顕
れ

出
る
と
云
ふ
）
」
と
翻
刻
し
た
う
え
で
、
「
通
釈
」
の
語
を
現
在
の
イ
タ
コ
と
似
た
存
在
と
し
て
解
説
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宮
崎
ふ
み
子
・
ウ
ィ
リ
ア

ム
ズ
、
ダ
ン
カ
ン
「
地
域
か
ら
み
た
恐
山
」
（
『
歴
史
評
論
』
第
六
二
九
号
、
二
〇
〇
二
年
）
で
は
、
こ
の
語
を
「
通
夜
」
と
翻
刻
し
て
お
り
（
六
六
頁
）
、
第
一

一
章
に
記
す
恐
山
に
お
け
る
イ
タ
コ
の
出
現
時
期
を
め
ぐ
る
時
代
考
証
や
、
菅
江
真
澄
「
於
久
能
宇
良
〱
」
に
見
ら
れ
る
大
祭
の
描
写
と
の
類
似
に
鑑
み
れ
ば
、

宮
崎
ら
の
翻
刻
が
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
原
本
を
確
認
で
き
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

１
３ 

宮
崎
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
「
地
域
か
ら
み
た
恐
山
」
、
六
六
‐
六
七
頁
。
宮
崎
「
霊
場
恐
山
の
誕
生
」
、
三
六
五
‐
三
六
六
頁
。 

１
４ 

熊
谷
東
全
編
『
恐
山
本
坊
円
通
寺
誌
』
本
坊
・
円
通
寺
、
一
九
六
七
年
、
一
四
八
頁
。 
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【
第
二
部 

《
イ
タ
コ
》
像
の
普
及
と
民
俗
文
化
の
変
容
】 

 

第
六
章 

表
象
の
普
及
と
宗
教
的
リ
ア
リ
テ
ィ
の
形
成 

―
大
学
生
・
短
期
大
学
生
を
対
象
と
し
た
質
問
紙
調
査
を
も
と
に
― 

 

第
一
節 

問
題
の
所
在 

  

第
二
部
で
は
、
第
一
部
で
確
認
し
て
き
た
大
衆
文
化
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
が
、
そ
の
受
容
者
の
存
在
を
介
し
、
民
俗
文
化
の
領
域
に
い
か
な
る
変
化
を
も

た
ら
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
本
論
が
「
受
容
」
の
局
面
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
社
会
の
中
に
顕
在
化
し
た
局
面
な

の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
確
認
し
て
き
た
大
衆
文
化
領
域
に
お
け
る
動
向
と
、
民
俗
文
化
の
領
域
に
生
じ
た
社
会
現
象
と
の
相
関
性
が
問
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
表
象
の
受
容
に
伴
う
個
人
の
リ
ア
リ
テ
ィ
形
成
は
、
あ
っ
て
然
る
べ
き
現
象
と
見
な
さ

れ
、
前
提
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

例
え
ば
、
恐
山
の
在
り
様
は
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
と
い
う
表
象
が
普
及
し
た
一
九
六
〇
年
代
を
契
機
に
一
変
し
て
お
り
（
詳
細
は
第
八
章
で
述
べ
る
）
、
現
在

に
連
な
る
当
地
の
変
化
を
、
こ
れ
ま
で
論
者
を
含
む
多
く
の
研
究
者
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
下
に
生
じ
た
現
象
と
し
て
捉
え
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、《
イ

タ
コ
》
と
民
俗
文
化
の
動
向
と
に
は
明
ら
か
な
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
、
両
者
を
結
び
付
け
て
論
ず
る
こ
と
自
体
に
関
し
て
、
論
者
は
現
在
も
妥
当
と
い
う
判

断
を
崩
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
《
イ
タ
コ
》
の
流
通
と
受
容
者
の
認
識
と
の
影
響
関
係
性
が
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
と
な
っ
て
い
る
限
り
、
そ
の
考
察

に
は
一
抹
の
不
安
が
残
る
。
果
た
し
て
、
表
象
の
普
及
を
単
純
に
認
識
の
普
及
と
捉
え
て
し
ま
っ
て
よ
か
っ
た
の
か
、
と
。 

そ
こ
で
本
章
は
、
《
イ
タ
コ
》
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
広
く
流
通
す
る
現
状
を
踏
ま
え
、
イ
タ
コ
に
関
す
る
知
識
の
保
有
状
況
を
質
問
紙
調
査
で
把

握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
表
象
が
受
容
者
の
認
知
形
成
に
与
え
る
影
響
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。 

今
回
対
象
と
し
た
の
は
大
学
・
短
期
大
学
に
在
籍
す
る
学
生
、
な
か
で
も
イ
タ
コ
文
化
の
成
立
基
盤
で
あ
る
東
北
地
方
〝
以
外
の
地
域
〟
に
位
置
す
る
学
校
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の
学
生
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
多
様
な
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
お
よ
び
コ
ン
テ
ン
ツ
と
関
わ
り
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
年
齢
層
、
か
つ
イ
タ
コ
文
化
と
の
親
和
性
が
低

い
地
域
に
帰
属
す
る
と
い
う
点
で
、
仮
に
《
イ
タ
コ
》
が
影
響
力
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
そ
の
影
響
を
顕
著
に
反
映
す
る
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
当
該
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
結
果
は
影
響
の
有
無
を
明
確
に
示
す
と
同
時
に
、
こ
こ
に
表
れ
た
影
響
の
度
合
い
は
、
環
境
や
年
齢
の
異
な
る
人
々
へ
の

影
響
を
考
え
る
際
の
指
標
に
な
り
得
る
と
言
え
よ
う
。 

な
お
、
実
際
の
質
問
項
目
に
つ
い
て
は
、
章
末
に
添
付
し
た
質
問
票
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 

第
二
節 

方
法 

 

１ 

調
査
対
象
・
調
査
期
間 

関
東
地
方
を
中
心
と
し
た
大
学
お
よ
び
短
期
大
学
に
在
籍
す
る
学
生
を
対
象
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
。
二
〇
一
四
年
六
月
‐
八
月
の
期
間
に
各
校

の
協
力
者
を
通
じ
て
調
査
票
を
配
布
し
、
六
九
四
人
よ
り
回
答
を
得
た
１

。
こ
の
う
ち
有
効
回
答
数
は
六
八
七
人
、
有
効
回
答
率
は
九
九
．
〇
％
で
あ
っ
た
。

実
施
校
と
各
校
の
有
効
回
答
数
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
各
項
、
五
〇
音
順
）
。 

【
国
立
大
学
】
茨
城
大
学
（
八
〇
人
）
、
横
浜
国
立
大
学
（
九
八
人
） 

【
私
立
大
学
】
共
立
女
子
大
学
（
二
七
人
）
、
國
學
院
大
學
（
二
五
七
人
）
、
相
模
女
子
大
学
（
四
三
人
）
、 

聖
心
女
子
大
学
（
一
八
人
）
、
大
東
文
化
大
学
（
一
一
七
人
） 

【
短
期
大
学
】
滋
賀
文
教
短
期
大
学
（
四
七
人
） 

 

２ 

調
査
方
法 

 

各
校
の
調
査
協
力
者
（
教
員
）
に
担
当
す
る
授
業
の
中
で
調
査
票
を
配
布
し
て
も
ら
い
、
自
己
記
入
法
で
回
答
を
求
め
た
。
記
入
の
完
了
し
た
調
査
票
は
協

力
者
が
取
り
ま
と
め
、
後
日
、
論
者
が
回
収
を
行
っ
た
。 
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３ 

調
査
内
容 

 

調
査
内
容
は
、
主
に
〈
Ａ
．
対
象
者
の
属
性
〉
、
〈
Ｂ
．
イ
タ
コ
に
関
す
る
知
識
の
有
無
〉
、
〈
Ｃ
．
イ
タ
コ
に
関
す
る
知
識
の
獲
得
経
路
〉
、
〈
Ｄ
．
保
有
さ
れ

る
知
識
／
イ
メ
ー
ジ
〉
、
〈
Ｅ
．
イ
タ
コ
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
〉
の
五
つ
で
あ
り
、
調
査
票
で
は
Ａ
に
三
項
目
、
Ｂ
に
一
項
目
、
Ｃ
に
五
項
目
（
う
ち
三
項
目
は
先

行
す
る
質
問
項
目
の
回
答
内
容
に
よ
っ
て
回
答
が
義
務
付
け
ら
れ
る
「
付
問
」
）
、
Ｄ
に
八
項
目
（
う
ち
一
項
目
は
付
問
）
、
Ｅ
に
三
項
目
（
う
ち
一
項
目
は
付
問
）

の
質
問
項
目
を
立
て
て
い
る
。 

 

イ
タ
コ
の
存
在
を
認
知
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
Ｃ
か
ら
Ｄ
に
属
す
る
質
問
項
目
は
、
Ｂ
で
設
け
ら
れ
た
「
あ
な
た
は
、「
イ
タ
コ
」
と
呼
ば
れ
る
宗
教

的
な
能
力
者
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
、
ま
た
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
お
い
て
、「
は
い
」
の
選
択
肢
を
選
ん
だ
者
だ
け
が
回
答
す
る
規

定
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
Ｂ
の
質
問
項
目
は
以
降
の
質
問
項
目
全
般
に
関
わ
る
設
問
で
あ
り
、
よ
っ
て
当
項
目
が
未
記
入
の
調
査
票
は
、
仮
に
他
の

箇
所
が
記
入
済
み
で
あ
っ
て
も
無
効
回
答
と
み
な
し
た
。 

ま
た
、
上
記
の
質
問
で
「
い
い
え
」
を
選
択
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
Ｃ
か
ら
Ｄ
の
項
目
に
回
答
し
て
い
る
も
の
や
、
先
行
す
る
設
問
に
答
え
ず
付
問
だ
け
に

回
答
し
て
い
る
も
の
、
質
問
の
指
示
を
無
視
し
て
複
数
回
答
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
に
関
し
て
は
、
不
適
切
と
判
断
さ
れ
る
回
答
箇
所
の
み
を
部
分
的
に
無
効

と
み
な
す
措
置
を
取
っ
た
。 

な
お
、
紙
面
の
都
合
上
、
本
稿
で
は
研
究
目
的
に
直
結
す
る
Ａ
か
ら
Ｄ
の
調
査
内
容
に
的
を
絞
っ
て
報
告
を
行
う
こ
と
と
す
る
。 

 

４ 

分
析
方
法 

 

基
本
的
に
は
質
問
項
目
ご
と
の
単
純
集
計
に
よ
っ
て
、
知
識
の
保
有
状
況
を
把
握
し
た
。
た
だ
し
、〈
Ｂ
．
イ
タ
コ
に
関
す
る
知
識
の
有
無
〉
と
〈
Ｄ
．
保
有

さ
れ
る
知
識
／
イ
メ
ー
ジ
〉
の
質
問
項
目
に
つ
い
て
は
、
ク
ロ
ス
集
計
も
行
っ
て
い
る
。 

〈
Ｂ
．
イ
タ
コ
に
関
す
る
知
識
の
有
無
〉
の
質
問
項
目
に
つ
い
て
は
、
〈
Ａ
．
対
象
者
の
属
性
〉
の
「
出
身
地
」
と
い
う
質
問
項
目
で
得
た
結
果
を
「
東
北

六
県
（
青
森
県
・
岩
手
県
・
秋
田
県
・
宮
城
県
・
山
形
県
・
福
島
県
）
」
と
「
東
北
六
県
以
外
」
の
二
群
に
分
け
た
う
え
で
、
こ
れ
と
の
ク
ロ
ス
集
計
を
実
施
し
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た
。
ま
た
、
〈
Ｄ
．
保
有
さ
れ
る
知
識
／
イ
メ
ー
ジ
〉
の
質
問
項
目
に
つ
い
て
も
、〈
Ｃ
． 

知
識
の
獲
得
経
路
〉
の
「
イ
タ
コ
を
知
っ
た
契
機
」
で
得
ら
れ
た
結

果
を
も
と
に
、
イ
タ
コ
を
認
知
す
る
者
を
「
イ
タ
コ
に
関
す
る
知
識
の
獲
得
経
路
と
し
て
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
挙
げ
た
者
」
と
「
挙
げ
な
か
っ
た
者
」
の
二
群

に
分
け
、
こ
れ
ら
と
の
ク
ロ
ス
集
計
を
行
っ
た
。
統
計
処
理
に
は
「
エ
ク
セ
ル
統
計
２
〇
１
２
」
を
使
用
し
、
二
群
間
の
回
答
率
の
差
を
ｚ
検
定
で
判
定
し
た
。

有
意
水
準
は
、
両
側
五
％
と
し
た
。 

割
合
を
算
出
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
小
数
点
第
二
位
を
四
捨
五
入
で
処
理
し
、
小
数
点
第
一
位
ま
で
を
表
記
し
た
。 

 

５ 

倫
理
的
配
慮 

 

調
査
の
依
頼
に
際
し
て
は
、
各
校
の
教
員
に
対
し
て
あ
ら
か
じ
め
調
査
の
主
旨
と
調
査
方
法
、
収
集
デ
ー
タ
の
扱
い
（
個
人
情
報
保
護
へ
の
配
慮
）
、
調
査
結

果
の
発
表
方
法
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
質
問
票
の
内
容
を
確
認
し
て
も
ら
っ
た
う
え
で
、
調
査
協
力
の
承
諾
を
得
て
い
る
。
調
査
対
象
で
あ
る
学
生
に
対
し

て
は
調
査
票
に
付
し
た
文
章
に
て
、
論
者
の
身
分
、
調
査
の
主
旨
、
質
問
の
概
要
、
個
人
情
報
保
護
へ
の
配
慮
、
調
査
結
果
の
発
表
方
法
に
つ
い
て
説
明
し
、

調
査
へ
の
参
加
が
自
由
意
思
で
あ
る
こ
と
を
記
し
た
う
え
で
、
質
問
項
目
へ
の
回
答
を
も
っ
て
調
査
協
力
の
承
諾
が
得
ら
れ
た
も
の
と
し
た
。
ま
た
、
調
査
に

対
す
る
質
問
お
よ
び
意
見
等
へ
の
対
応
を
図
る
た
め
、
論
者
の
連
絡
先
（
公
用
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
）
を
記
載
し
た
。 

 

第
三
節 

結
果 

 

〈
Ａ
．
対
象
者
の
属
性
〉 

 

１ 

年
齢
構
成 

 

大
学
お
よ
び
短
期
大
学
の
学
生
を
対
象
と
し
た
た
め
、
一
八
歳
・
一
九
歳
・
二
〇
歳
の
三
年
齢
だ
け
で
有
効
回
答
数
全
体
の
八
〇
．
六
％
を
占
め
た
。
最
も

多
か
っ
た
の
は
一
九
歳
の
三
〇
五
人
（
有
効
回
答
数
六
八
七
人
に
占
め
る
割
合
は
四
四
．
四
％
）
で
、
二
〇
歳
の
一
二
九
人
（
同
一
八
．
八
％
）
、
一
八
歳
の
一
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二
〇
人
（
同
一
七
．
五
％
）
が
こ
れ
に
続
い
た
。
そ
の
他
の
年
齢
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

二
一
歳
五
二
人
（
同
七
．
六
％
）
、
二
二
歳
三
三
人
（
同
四
．
八
％
）
、
二
三
歳
七
人
（
同
一
．
〇
％
）
、 

二
四
歳
四
人
（
同
〇
．
六
％
）
、
二
五
～
二
九
歳
九
人
（
同
一
．
三
％
）
、
三
〇
代
八
人
（
同
一
．
二
％
）
、 

四
〇
代
五
人
（
同
〇
．
七
％
）
、
五
〇
代
六
人
（
同
〇
．
九
％
）
、
六
〇
代
二
人
（
同
〇
．
三
％
）
、 

未
記
入
五
人
（
同
〇
．
七
％
）
、
無
効
二
人
（
同
〇
．
三
％
） 

 

２ 

性
別 

男
性
三
〇
八
人
（
有
効
回
答
数
六
八
七
人
に
占
め
る
割
合
は
四
四
．
八
％
）
、
女
性
三
七
八
人
（
同
五
五
．
〇
％
）
、
未
記
入
一
人
（
同
〇
．
一
％
）
。
調
査

の
実
施
校
に
女
子
大
学
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
男
性
に
比
し
て
女
性
の
割
合
が
や
や
高
く
な
っ
た
。 

 

３ 

出
身
地
【
表

6
‐

1
】 

 

イ
タ
コ
は
東
北
地
方
北
部
と
い
う
特
定
の
地
域
に
根
付
く
文
化
で
あ
る
た
め
、
対
象
者
と
地
域
と
の
親
和
性
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
本
調
査
で
は
対
象
者
の
「
出
身
地
（
都
道
府
県
）
」
を
問
う
こ
と
で
、
当
該
事
項
の
把
握
を
図
っ
た
。
な
お
、
「
出
身
地
」
と
い
う
語
は
多
義
的
な
語

で
あ
り
、
こ
れ
が
仮
に
「
出
生
地
」
と
解
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
、
記
入
さ
れ
た
地
域
が
回
答
者
と
親
和
性
を
有
さ
な
い
ケ
ー
ス
が
多
々
生
じ
る
こ
と
が
予
見
さ

れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
、
「
実
家
の
あ
る
都
道
府
県
」
と
い
う
規
定
を
設
け
た
う
え
で
記
入
を
し
て
も
ら
っ
た
。 

 

神
奈
川
県
の
一
二
四
人
（
有
効
回
答
数
六
八
七
人
に
占
め
る
割
合
は
一
八
．
〇
％
）
を
筆
頭
に
、
東
京
都
九
一
人
（
同
一
三
．
二
％
）
、
埼
玉
県
七
九
人
（
同

一
一
．
五
％
）
、
茨
城
県
六
二
人
（
同
九
．
〇
％
）
、
千
葉
県
五
五
人
（
同
八
．
〇
％
）
と
関
東
地
方
の
出
身
者
が
多
く
、
一
都
四
県
で
有
効
回
答
数
全
体
の
約

六
割
（
五
九
．
八
％
）
を
占
め
た
。
実
施
校
の
多
く
は
全
国
か
ら
広
く
入
学
者
を
集
め
る
学
校
で
あ
る
が
、
立
地
の
都
合
上
、
関
東
地
方
の
出
身
者
が
多
数
と

な
っ
た
。 
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ま
た
、
イ
タ
コ
文
化
の
成
立
基
盤
で
あ
る
東
北
地
方
北
部
（
青
森
県
・
岩
手
県
・
秋
田
県
）
に
、
近
接
す
る
宮
城
県
・
山
形
県
・
福
島
県
を
加
え
た
東
北
六

県
を
「
出
身
地
」
と
回
答
し
た
の
は
四
七
人
で
、
有
効
回
答
数
の
六
．
八
％
に
と
ど
ま
っ
た
。 

 

〈
Ｂ
．
イ
タ
コ
に
関
す
る
知
識
の
有
無
〉 

 

１ 

イ
タ
コ
に
関
す
る
知
識
の
有
無 

 

「
あ
な
た
は
、「
イ
タ
コ
」
と
呼
ば
れ
る
宗
教
的
な
能
力
者
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
、
ま
た
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
を
立
て
、
イ
タ
コ

に
関
す
る
知
識
の
有
無
を
選
択
方
式
で
確
認
し
た
。
結
果
、「
は
い
」
の
回
答
者
が
四
八
八
人
（
有
効
回
答
数
六
八
七
人
に
占
め
る
割
合
は
七
一
．
〇
％
）
、「
い

い
え
」
の
回
答
者
が
一
九
九
人
（
同
二
九
．
〇
％
）
で
、
イ
タ
コ
を
認
知
し
て
い
る
者
は
全
体
の
七
割
に
上
っ
た
。 

た
だ
し
、
イ
タ
コ
は
東
北
地
方
と
い
う
特
定
地
域
に
成
立
す
る
文
化
で
あ
る
た
め
、
こ
の
地
域
と
親
和
性
を
有
す
る
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
の
間
に
は
、
認

知
度
に
差
の
生
じ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
イ
タ
コ
と
親
和
性
の
高
い
東
北
地
方
六
県
を
「
出
身
地
」
と
回
答
し
た
者
（
四
七
人
）
と
、
そ
う
で

な
い
者
（
六
四
〇
人
）
と
の
二
群
間
で
比
較
を
行
っ
た
。
【
表

6
‐

2
】
が
示
す
よ
う
に
、
「
は
い
」
の
選
択
者
が
各
群
の
総
数
に
占
め
る
割
合
は
、
東
北
六
県

出
身
者
が
三
三
人
で
七
〇
．
二
％
、
そ
れ
以
外
の
出
身
者
が
四
五
五
人
で
七
一
．
一
％
と
な
り
、
二
群
間
の
回
答
率
に
有
意
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
（p

=
0

.9
0

）
。 

 

〈
Ｃ
． 

イ
タ
コ
に
関
す
る
知
識
の
獲
得
経
路
〉 

 

１ 

イ
タ
コ
文
化
と
の
直
接
的
な
接
触
の
有
無 

 

イ
タ
コ
文
化
と
の
直
接
的
な
接
触
経
験
の
有
無
を
確
認
す
る
た
め
、
イ
タ
コ
を
認
知
す
る
者
を
対
象
に
、
自
身
ま
た
は
家
族
や
友
人
な
ど
の
身
近
な
人
々
の

中
に
、
イ
タ
コ
に
対
し
て
何
ら
か
の
宗
教
的
な
依
頼
（
例
え
ば
、
口
寄
せ
の
よ
う
な
）
を
し
た
経
験
を
持
つ
人
が
い
る
か
否
か
を
尋
ね
た
。 

結
果
、
イ
タ
コ
を
認
知
す
る
者
の
う
ち
、
「
は
い
」
の
選
択
者
は
七
人
（
イ
タ
コ
を
認
知
す
る
者
四
八
八
人
に
占
め
る
割
合
は
一
．
四
％
）
、
「
い
い
え
」
の
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選
択
者
は
四
七
五
人
（
同
九
七
．
三
％
）
と
な
り
、
イ
タ
コ
を
認
知
す
る
者
の
九
割
強
は
、
イ
タ
コ
文
化
と
直
接
的
な
接
触
経
験
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。 

 

な
お
、「
直
接
な
接
触
経
験
」
の
規
定
に
言
及
し
て
お
け
ば
、
本
研
究
に
お
い
て
は
イ
タ
コ
文
化
の
狭
義
の
担
い
手
を
「
イ
タ
コ
と
依
頼
者
」
と
捉
え
た
う
え

で
、
回
答
者
自
身
が
「
依
頼
者
」
と
な
る
ケ
ー
ス
、
ま
た
は
回
答
者
と
直
接
的
な
関
わ
り
を
有
す
る
者
が
「
依
頼
者
」
で
あ
る
ケ
ー
ス
を
も
っ
て
、
イ
タ
コ
文

化
と
の
「
直
接
的
な
接
触
経
験
」
と
見
な
し
た
。 

 

１
‐
１ 

イ
タ
コ
文
化
と
の
直
接
的
な
接
触
経
験
の
内
容 

 

上
記
の
設
問
で
「
は
い
」
を
選
択
し
た
者
に
、
「
誰
が
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
何
を
イ
タ
コ
に
依
頼
し
た
の
か
」
を
自
由
記
述
で
回
答
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
う

え
で
、
依
頼
者
が
回
答
者
自
身
の
場
合
に
は
、
感
想
も
記
す
よ
う
指
示
し
た
。
当
該
項
目
の
有
効
回
答
は
六
人
六
件
で
、「
誰
が
」
と
い
う
依
頼
の
主
体
に
着
目

す
れ
ば
、
こ
の
項
目
が
明
記
さ
れ
た
五
件
全
て
が
そ
の
主
体
を
知
人
と
し
て
お
り
、
よ
っ
て
自
分
自
身
が
イ
タ
コ
に
依
頼
を
行
っ
た
経
験
を
持
つ
者
は
一
人
も

確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
記
述
内
容
の
秘
匿
を
希
望
し
た
一
件
を
除
く
、
計
五
件
の
回
答
の
詳
細
は
【
表

6
‐

3
】
の
と
お
り
で
あ
る
。
有
効
回
答
者
の
「
出
身

地
」
は
千
葉
県
（
四
人
）
、
北
海
道
（
一
人
）
、
兵
庫
県
（
一
人
）
で
、
イ
タ
コ
と
親
和
性
を
有
す
る
東
北
地
方
六
県
を
「
出
身
地
」
と
す
る
者
は
い
な
か
っ
た
。 

な
お
、
先
行
す
る
質
問
項
目
が
未
記
入
等
の
理
由
で
無
効
扱
い
と
な
っ
た
回
答
が
二
件
存
在
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
記
述
内
容
が
有
す
る
価
値
を
考

慮
し
、
無
効
回
答
で
は
あ
る
も
の
の
参
考
と
し
て
表
中
に
記
載
す
る
措
置
を
取
っ
た
。 

 

２ 

イ
タ
コ
を
知
っ
た
契
機
【
表

6
‐

4
】 

イ
タ
コ
を
認
知
す
る
者
を
対
象
に
、
イ
タ
コ
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
を
選
択
方
式
で
回
答
し
て
も
ら
っ
た
（
複
数
回
答
可
）
。
最
も
回
答
が
多
か

っ
た
の
は
「
８
．
本
で
読
ん
だ
」
の
一
九
七
人
（
イ
タ
コ
を
認
知
す
る
者
四
八
八
人
に
占
め
る
割
合
は
四
〇
．
四
％
）
で
、
こ
れ
を
「
７
．
テ
レ
ビ
で
見
た
」

の
一
九
三
人
（
同
三
九
．
五
％
）
が
僅
差
で
追
う
状
況
に
あ
り
、
第
三
位
に
つ
け
た
「
１
．
家
族
や
友
人
な
ど
の
知
人
か
ら
話
を
聞
い
た
」
六
五
人
（
同
一
三
．

三
％
）
と
前
二
者
と
の
間
に
は
、
回
答
数
に
し
て
一
二
八
以
上
の
差
が
生
じ
る
結
果
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
対
象
者
の
イ
タ
コ
に
関
す
る
知
識
の
獲
得
に
お 
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年齢 性別 出身地 誰が いつ どこで 何を依頼したか その他

1 18 男性 千葉県 高校の先生 10年程前に 学校 生徒の禊い（ママ）

2 19 女性 千葉県 塾の先生 5年前くらい 東北 ？

3 20 男性 千葉県 祖母と大叔母 一年前 場所は失念

亡くなったご先祖様
（たしか祖母の大叔父にあたる人）
→守護霊は誰かということでやった所
   その人が出てきたとのこと

4 22 男性 千葉県 祖母 数年間 ？ 他界した身内の話を聞いた

5 18 男性 兵庫県 いとこ一家 つねに どこでも お仕事

無効 20 男性 埼玉県 祖母 （空欄） 岩手で （空欄）
両親の親が東北出身で
墓参りに行くと「イタコ」
の話をよく耳にする

無効 18 男性 群馬県 知人 十年位前 恐山
録音目的で父を呼んだことが
父から酒飲みすぎるなと叱られたそうだ。
録音は上手く録れたそうである

【表6‐3】イタコ文化との直接的な接触経験の内容
属性 イタコ文化との直接的な接触経験の内容
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い
て
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
極
め
て
有
力
な
経
路
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

加
え
て
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
知
識
の
獲
得
経
路
に
該
当
す
る
選
択
肢
（
「
２
．
新
聞
で
見
た
」
「
３
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
た
」
「
４
．
雑
誌
で

見
た
」
「
５
．
ラ
ジ
オ
で
聞
い
た
」
「
６
．
映
画
で
見
た
」
「
７
．
テ
レ
ビ
で
見
た
」
「
８
．
本
で
読
ん
だ
」
）
の
〝
い
ず
れ
か
を
選
ん
だ
者
〟
と
、
こ
れ
ら
の
選
択

肢
を
選
ば
ず
に
「
９
．
そ
の
他
」
で
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
該
当
す
る
経
路
を
提
示
し
た
者
と
の
合
計
数
を
算
出
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
人
数
は
イ
タ
コ
を
認
知
す

る
者
の
七
七
．
五
％
に
当
た
る
三
七
八
人
に
及
び
、
こ
の
結
果
も
ま
た
、
対
象
者
の
知
識
獲
得
に
お
け
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
重
要
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
な

っ
た
。 

た
だ
し
、
大
学
・
短
期
大
学
の
学
生
と
い
う
調
査
対
象
の
年
齢
的
な
特
性
に
よ
り
、
上
記
の
結
果
は
他
の
年
齢
層
を
対
象
と
し
た
場
合
に
比
し
て
、
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
と
の
親
和
性
が
や
や
高
い
傾
向
に
あ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

な
お
、「
９
．
そ
の
他
」
に
は
自
由
記
述
欄
を
設
け
て
い
た
が
、
他
の
選
択
肢
に
包
括
さ
れ
な
い
回
答
で
多
く
見
ら
れ
た
の
は
、
大
学
等
の
授
業
（
一
五
人
、

同
三
．
一
％
）
と
ゲ
ー
ム
（
一
四
人
、
同
二
．
九
％
）
で
、
ゲ
ー
ム
の
名
称
で
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
は
「
ポ
ケ
ッ
ト
モ
ン
ス
タ
ー
」
（
六
人
）
と
「
人
狼
」
（
二

人
）
で
あ
っ
た
２

。 

 

２
‐
１ 

テ
レ
ビ
を
介
し
た
受
容
の
実
態
【
表

6
‐

5
】
【
表

6
‐

6
】 

 

上
記
の
設
問
で
「
７
．
テ
レ
ビ
で
見
た
」
を
選
択
し
た
者
を
対
象
に
、
視
聴
し
た
テ
レ
ビ
番
組
の
内
容
を
ジ
ャ
ン
ル
選
択
（
複
数
回
答
可
）
お
よ
び
番
組
名

等
の
自
由
記
述
で
答
え
て
も
ら
っ
た
。 

番
組
ジ
ャ
ン
ル
で
最
も
回
答
が
多
か
っ
た
の
は
「
２
．
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
」
の
八
二
人
（
「
テ
レ
ビ
を
見
た
」
の
有
効
回
答
数
一
九
三
人
に
占
め
る
割
合

は
四
二
．
五
％
）
で
、
続
い
て
「
３
．
バ
ラ
エ
テ
ィ
」
六
六
人
（
同
三
四
．
二
％
）
、「
６
．
分
か
ら
な
い
」
二
三
人
（
同
一
一
．
九
％
）
の
順
で
あ
っ
た
。「
５
．

そ
の
他
」
に
設
け
た
自
由
記
述
欄
で
多
か
っ
た
の
は
「
ア
ニ
メ
」
九
人
（
同
四
．
七
％
）
だ
っ
た
。 

 

番
組
名
等
の
自
由
記
述
（
複
数
回
答
可
）
に
は
一
九
人
二
三
件
の
回
答
が
あ
り
、
九
番
組
の
名
が
挙
げ
ら
れ
た
。
最
も
多
か
っ
た
の
は
、
ア
ニ
メ
「
シ
ャ
ー

マ
ン
キ
ン
グ
」
の
一
〇
人
（
自
由
記
述
の
有
効
回
答
件
数
に
占
め
る
割
合
は
四
三
．
五
％
）
で
あ
っ
た
３

。 
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【表6‐6】視聴した番組名等
記述のあった番組名等 人数

シャーマンキング（アニメ） 10
トリック（ドラマ） 3
奇跡体験！アンビリバボー
（バラエティ／ドキュメンタリー）

2

地獄先生ぬ～べ～（アニメ） 2
心霊番組的なもの（バラエティ） 2
日常（アニメ） 1
NHKで放送されていた高校生の演劇
（その他）

1

世界まる見え！テレビ特捜部
（バラエティ／ドキュメンタリー）

1

浅見光彦シリーズ（ドラマ） 1
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２
‐
２ 

書
籍
を
介
し
た
受
容
の
実
態
【
表

6
‐

7
】
【
表

6
‐

8
】 

 

上
記
の
設
問
で
「
８
．
本
で
読
ん
だ
」
を
選
択
し
た
者
を
対
象
に
、
読
ん
だ
本
の
内
容
を
ジ
ャ
ン
ル
選
択
（
複
数
回
答
可
）
お
よ
び
書
籍
名
等
の
自
由
記
述

で
答
え
て
も
ら
っ
た
。
ジ
ャ
ン
ル
で
最
も
多
か
っ
た
回
答
は
「
７
．
マ
ン
ガ
」
の
一
三
一
人
（
「
本
を
読
ん
だ
」
の
有
効
回
答
数
一
九
七
人
に
占
め
る
割
合
は
六

六
．
五
％
）
で
、
「
１
．
小
説
」
四
七
人
（
同
二
三
．
九
％
）
、
「
６
．
オ
カ
ル
ト
本
」
四
〇
人
（
同
二
〇
．
三
％
）
が
後
に
続
い
た
。 

 

作
品
名
等
の
自
由
記
述
（
複
数
回
答
可
）
に
は
八
四
人
八
九
件
の
有
効
回
答
が
あ
り
、
二
一
作
品
の
名
が
挙
げ
ら
れ
た
。
最
多
は
「
シ
ャ
ー
マ
ン
キ
ン
グ
」

の
五
四
人
（
自
由
記
述
の
有
効
回
答
件
数
に
占
め
る
割
合
は
六
〇
．
七
％
）
で
、
以
降
、「
地
獄
先
生
ぬ
～
べ
～
」
九
人
（
同
一
〇
．
一
％
）
、
「
ぬ
ら
り
ひ
ょ
ん

の
孫
」
四
人
（
同
四
．
五
％
）
と
い
う
よ
う
に
、
マ
ン
ガ
の
タ
イ
ト
ル
が
非
常
に
多
く
挙
げ
ら
れ
た
４

。 

 

〈
Ｄ
．
保
有
さ
れ
る
知
識
／
イ
メ
ー
ジ
〉 

  

イ
タ
コ
を
認
知
す
る
者
が
イ
タ
コ
に
関
し
て
い
か
な
る
知
識
／
イ
メ
ー
ジ
を
保
有
し
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
た
め
、
イ
タ
コ
と
聞
い
て
思
い
浮
か
ぶ
も
の

を
選
択
方
式
で
回
答
し
て
も
ら
っ
た
。 

 

な
お
、
保
有
さ
れ
る
知
識
／
イ
メ
ー
ジ
の
在
り
様
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
供
給
す
る
表
象
と
の
影
響
関
係
を
考
察
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
〈
Ｃ
． 

知
識
の
獲

得
経
路
〉
の
「
イ
タ
コ
を
知
っ
た
契
機
」
で
得
ら
れ
た
結
果
を
も
と
に
、
イ
タ
コ
を
認
知
す
る
者
を
「
知
識
の
獲
得
経
路
と
し
て
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
挙
げ
た

者
」
（
三
七
八
人
、
イ
タ
コ
を
認
知
す
る
者
に
占
め
る
割
合
は
七
七
．
五
％
）
と
、
「
挙
げ
な
か
っ
た
者
」
（
一
一
〇
人
、
同
二
二
．
五
％
）
の
二
群
に
分
け
、
前

者
を
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
親
和
群
」
、
後
者
を
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
非
親
和
群
」
（
以
下
、
非
親
和
群
と
略
記
）
と
命
名
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
と
の
ク
ロ
ス
集

計
を
行
っ
た
。
人
数
の
異
な
る
集
団
間
の
比
較
と
な
る
こ
と
か
ら
、
結
果
は
基
本
的
に
各
集
団
の
総
数
を
母
数
と
し
た
割
合
で
表
示
し
て
い
る
。 

 

１ 

場
所
①
―
地
域
（
地
方
）
―
【
表

6
‐

9
】 

 

対
象
者
が
保
有
す
る
知
識
／
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
、
イ
タ
コ
が
い
か
な
る
地
域
（
地
方
）
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
把
握
す
る
た
め
、
イ
タ
コ
と
聞 
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い
て
思
い
浮
か
べ
る
地
方
を
選
択
方
式
で
回
答
し
て
も
ら
っ
た
（
複
数
回
答
可
）
。 

対
象
者
全
体
で
見
た
場
合
、
最
も
回
答
率
が
高
か
っ
た
の
は
「
２
．
東
北
地
方
」
七
三
．
二
％
（
三
五
七
人
）
で
、
続
く
「

10
．
特
に
な
い
・
分
か
ら
な
い
」

二
〇
．
三
％
（
九
九
人
）
、
「
９
．
沖
縄
県
」
八
．
〇
％
（
三
九
人
）
を
大
き
く
上
回
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
親
和
群
」
と

「
非
親
和
群
」
で
も
同
様
に
確
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
回
答
率
に
着
目
し
た
場
合
、「
２
．
東
北
地
方
」
を
選
択
し
た
者
の
割
合
は
「
非
親
和
群
」
が
六
二
．

七
％
（
六
九
人
）
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
親
和
群
」
が
七
六
．
二
％
（
二
八
八
人
）
と
な
り
、
両
群
間
で
有
意
差
が
認
め
ら
れ
た
（p

<
0

.0
1

）
。 

既
に
述
べ
た
と
お
り
、
イ
タ
コ
は
東
北
地
方
北
部
を
成
立
基
盤
と
し
た
民
俗
文
化
で
あ
る
。
よ
っ
て
上
記
の
結
果
は
、「
非
親
和
群
」
で
六
割
以
上
、「
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
親
和
群
」
で
は
七
割
以
上
の
者
が
、
イ
タ
コ
の
活
動
域
（
広
域
）
に
関
し
て
〝
お
お
よ
そ
〟
実
態
に
即
し
た
知
識
／
イ
メ
ー
ジ
を
保
有
し
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
（
複
数
回
答
可
に
よ
り
、
東
北
地
方
と
共
に
他
の
地
域
を
挙
げ
る
者
も
存
在
す
る
た
め
）
。 

た
だ
し
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
も
《
イ
タ
コ
》
を
東
北
地
方
の
文
化
事
象
と
し
て
造
形
し
て
き
た
点
に
鑑
み
れ
ば
、
前
掲
の
よ
う
な
認
識
傾
向
は
《
イ
タ
コ
》

と
い
う
表
象
が
有
す
る
特
徴
と
の
符
号
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、「
２
．
東
北
地
方
」
の
回
答
率
に
見
る
二
群
間
の
格
差
は
、
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
と
の
親
和
性
に
由
来
す
る
も
の
と
の
推
測
も
成
り
立
つ
。 

 

１
‐
１ 

場
所
②
―
地
域
（
県
）
―
【
表

6
‐

10
】 

先
行
す
る
設
問
で
「
東
北
地
方
」
を
選
択
し
た
者
（
三
五
七
人
）
を
対
象
に
、
東
北
地
方
の
中
で
特
に
思
い
浮
か
ぶ
県
を
選
択
方
式
で
回
答
し
て
も
ら
っ
た

（
複
数
回
答
可
）
。 

対
象
者
全
体
で
見
た
場
合
、
最
も
回
答
率
が
高
か
っ
た
の
は
「
１
．
青
森
県
」
六
七
．
二
％
（
二
四
〇
人
）
で
、
続
く
「
２
．
岩
手
県
」
二
三
．
二
％
（
八

三
人
）
、
「
７
．
特
に
な
い
・
分
か
ら
な
い
」
一
四
．
八
％
（
五
三
人
）
、
「
３
．
秋
田
県
」
一
四
．
三
％
（
五
一
人
）
に
四
四
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
差
を
つ
け
た
。

こ
の
傾
向
は
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
親
和
群
」
（
「
東
北
地
方
」
の
回
答
者
は
二
八
八
人
）
と
「
非
親
和
群
」
（
同
六
九
人
）
の
両
群
に
も
同
様
に
見
出
さ
れ
る
が
、

「
１
．
青
森
県
」
の
回
答
率
に
つ
い
て
は
、
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
親
和
群
」
の
六
九
．
四
％
（
二
〇
〇
人
）
と
「
非
親
和
群
」
の
五
八
．
〇
％
（
四
〇
人
）
と
に

有
意
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
（p

=
0

.0
7

）
。 
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こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
１
．
青
森
県
」
の
回
答
率
と
「
２
．
岩
手
県
」「
３
．
秋
田
県
」
の
回
答
率
と
の
差
で
あ
る
。
民
俗
文
化
と
し
て
の
イ
タ
コ
は
、

青
森
県
全
域
と
岩
手
県
北
部
、
秋
田
県
北
部
と
い
う
三
県
に
ま
た
が
る
範
囲
を
主
な
活
動
域
と
し
て
き
た
。
だ
が
、
い
ず
れ
の
回
答
者
群
に
お
い
て
も
、
「
１
．

青
森
県
」
の
回
答
率
は
、
「
２
．
岩
手
県
」
「
３
．
秋
田
県
」
の
そ
れ
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
質
問
項
目
に
関
し
て
言
え
ば
、
多
く
の

対
象
者
が
保
有
す
る
知
識
／
イ
メ
ー
ジ
と
実
際
の
イ
タ
コ
文
化
の
在
り
様
と
の
間
に
は
、
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
上
記
の
よ
う
な
知
識
／
イ
メ

ー
ジ
の
特
徴
は
、
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
を
中
心
と
し
て
、
主
に
青
森
県
内
の
イ
タ
コ
を
客
体
と
し
て
き
た
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
表
象
に
見
る
特
徴
と
も
重
な
る
。 

た
だ
し
、
三
県
に
お
け
る
活
動
範
囲
や
人
数
の
違
い
、
ま
た
後
継
者
不
足
に
よ
っ
て
、
青
森
県
内
に
若
干
名
が
残
る
程
度
と
な
っ
た
近
年
の
状
況
を
考
慮
し

た
場
合
、
対
象
者
の
保
有
す
る
知
識
／
イ
メ
ー
ジ
を
イ
タ
コ
文
化
の
実
態
と
乖
離
し
て
い
る
と
言
い
切
る
の
は
難
し
い
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
は
「
青
森
県
と
の

親
和
性
の
高
さ
」
と
い
う
《
イ
タ
コ
》
像
に
認
め
ら
れ
る
特
徴
と
の
合
致
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。 

 

２ 

場
所
③
―
特
定
の
場
―
【
表

6
‐

11
】 

 

対
象
者
が
保
有
す
る
知
識
／
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
、
イ
タ
コ
が
い
か
な
る
場
所
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
把
握
す
る
た
め
、
イ
タ
コ
と
聞
い
て
思
い

浮
か
べ
る
場
を
選
択
方
式
で
回
答
し
て
も
ら
っ
た
（
複
数
回
答
可
）
。 

対
象
者
全
体
で
見
た
場
合
、
最
も
高
い
回
答
率
を
示
し
た
の
は
「
５
．
恐
山
」
六
八
．
二
％
（
三
三
三
人
）
で
、
続
く
「

10
．
特
に
な
い
・
分
か
ら
な
い
」

二
三
．
四
％
（
一
一
四
人
）
、
「
２
．
御
嶽
山
」
七
．
〇
％
（
三
四
人
）
、
「
１
．
出
羽
三
山
」
六
．
四
％
（
三
一
人
）
、
「
４
．
比
叡
山
」
五
．
九
％
（
二
九
人
）

を
大
き
く
上
回
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
親
和
群
」
「
非
親
和
群
」
に
お
い
て
も
同
様
に
確
認
さ
れ
る
が
、
「
５
．
恐
山
」
の
回
答
率
に
関
し
て

言
え
ば
、「
非
親
和
群
」
の
五
一
．
八
％
（
五
七
人
）
に
対
し
て
、「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
親
和
群
」
が
七
三
．
〇
％
（
二
七
六
人
）
と
有
意
に
高
値
を
示
し
た
（p

<
0

.0
1

）
。 

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
５
．
恐
山
」
と
「
６
．
川
倉
賽
の
河
原
地
蔵
尊
」
「
７
．
法
運
寺
」
と
の
間
に
存
在
す
る
圧
倒
的
な
回
答
率
の
差
で
あ
る
。
恐

山
（
青
森
県
む
つ
市
）
、
川
倉
賽
の
河
原
地
蔵
尊
（
同
県
五
所
川
原
市
）
、
法
運
寺
（
同
県
お
い
ら
せ
町
）
は
、
い
ず
れ
も
イ
タ
コ
マ
チ
（
イ
タ
コ
が
寺
社
境
内

地
等
に
集
ま
っ
て
口
寄
せ
を
行
う
業
態
）
の
開
催
地
で
あ
り
、
民
俗
文
化
の
領
域
で
は
非
常
に
名
の
知
れ
た
場
所
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
５
．
恐
山
」
が

「
非
親
和
者
」
の
約
五
割
、
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
親
和
群
」
で
は
約
七
割
以
上
に
選
択
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
６
．
川
倉
賽
の
河
原
地
蔵
尊
」
と
「
７
．



151 

 

法
運
寺
」
の
回
答
率
は
、
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
親
和
群
」
で
各
々
二
．
一
％
（
八
人
）
と
〇
．
五
％
（
二
人
）
、
「
非
親
和
群
」
に
至
っ
て
は
共
に
〇
．
〇
％
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
選
択
肢
以
外
の
選
択
肢
は
、
イ
タ
コ
文
化
と
何
ら
関
係
を
持
た
な
い
場
所
を
指
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
「
６
．

川
倉
賽
の
河
原
地
蔵
尊
」
と
「
７
．
法
運
寺
」
の
回
答
率
は
、
そ
れ
ら
の
値
を
下
回
る
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
対
象
者
の
多
く
が
保
有
す
る
知
識
／

イ
メ
ー
ジ
に
は
、
偏
向
性
が
認
め
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。 

 

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
提
供
す
る
《
イ
タ
コ
》
像
と
恐
山
と
の
強
固
な
結
び
付
き
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
定
の
場

に
関
す
る
上
記
の
偏
向
は
、
表
象
に
見
る
特
徴
と
一
致
し
て
い
る
。 

 

３ 

職
能
①
―
内
容
―
【
表

6
‐

12
】 

 

対
象
者
が
保
有
す
る
知
識
／
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
イ
タ
コ
が
い
か
な
る
宗
教
的
職
能
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
把
握
す
る
た
め
、
イ
タ
コ
と
聞
い
て

思
い
浮
か
べ
る
職
能
を
選
択
方
式
で
回
答
し
て
も
ら
っ
た
（
複
数
回
答
可
）
。 

対
象
者
全
体
で
見
た
場
合
、
最
も
回
答
率
が
高
か
っ
た
の
は
「
１
．
死
者
の
言
葉
を
伝
え
る
」
八
九
．
八
％
（
四
三
八
人
）
で
、
後
続
の
「
４
．
祈
祷
（
き

と
う
）
を
す
る
」
二
二
．
七
％
（
一
一
一
人
）
、
「
５
．
う
ら
な
い
を
す
る
」
二
一
．
七
％
（
一
〇
六
人
）
、
「
２
．
神
の
言
葉
を
伝
え
る
」
一
七
．
二
％
（
八
四

人
）
を
大
き
く
引
き
離
す
結
果
と
な
っ
た
。
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
親
和
群
」
と
「
非
親
和
群
」
に
も
同
様
の
傾
向
を
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
「
１
．
死
者

の
言
葉
を
伝
え
る
」
の
回
答
率
に
着
目
し
た
場
合
、
「
非
親
和
群
」
が
八
〇
．
〇
％
（
八
八
人
）
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
親
和
群
」
が
九

二
．
六
％
（
三
五
〇
人
）
と
有
意
に
高
値
を
示
し
た
（p

<
0

.0
1

）
。 

 

選
択
肢
と
し
て
提
示
し
た
五
つ
の
宗
教
的
職
能
は
、
い
ず
れ
も
イ
タ
コ
が
実
際
に
果
た
し
て
い
る
職
能
で
あ
る
。
こ
の
中
で
圧
倒
的
な
回
答
率
の
高
さ
を
示

し
た
「
１
．
死
者
の
言
葉
を
伝
え
る
」
が
、
イ
タ
コ
と
い
う
宗
教
者
を
特
徴
付
け
る
、
極
め
て
重
要
な
職
能
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
他
の
職
能

に
比
し
て
あ
ま
り
に
高
過
ぎ
る
そ
の
値
は
、
保
有
さ
れ
る
知
識
／
イ
メ
ー
ジ
の
偏
り
と
し
て
捉
え
ざ
る
を
得
な
い
。「
恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
」
を
焦
点
化
す
る
マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
、
必
然
と
し
て
、
「
口
寄
せ
（
ク
チ
ヨ
セ
）
」
の
名
称
と
共
に
「
死
者
の
言
葉
を
伝
え
る
」
と
い
う
職
能
を
前
景
化
し
て
い
る
事
実
に
照
ら
せ

ば
、
結
果
に
表
れ
た
偏
り
は
、
《
イ
タ
コ
》
像
に
認
め
ら
れ
る
偏
り
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。 
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な
お
、
「
７
．
そ
の
他
」
に
設
け
た
自
由
記
述
欄
に
は
一
五
人
一
五
件
の
有
効
回
答
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
四
件
は
、
「
降
霊
術
」
や
「
死
者
を
自
分
の
体
に

の
り
う
つ
ら
せ
る
」
と
い
っ
た
〝
死
霊
の
憑
依
〟
に
重
き
を
置
く
回
答
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
１
．
死
者
の
言
葉
を
伝
え
る
」
の
亜
種
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で

あ
ろ
う
。 

 

４ 

職
能
②
―
名
称
―
【
表

6
‐

13
】 

 

対
象
者
が
保
有
す
る
知
識
／
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
、
イ
タ
コ
が
い
か
な
る
職
能
名
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
把
握
す
る
た
め
、
イ
タ
コ
と
聞
い
て
思

い
浮
か
べ
る
宗
教
的
職
能
の
名
称
を
選
択
方
式
で
回
答
し
て
も
ら
っ
た
（
複
数
回
答
可
）
。 

対
象
者
全
体
で
見
た
場
合
、
回
答
率
が
最
も
高
か
っ
た
の
は
「
１
．
口
寄
せ
（
ク
チ
ヨ
セ
）
」
五
九
．
八
％
（
二
九
二
人
）
で
、
以
降
の
「
６
．
特
に
な
い
・

分
か
ら
な
い
」
三
一
．
一
％
（
一
五
二
人
）
、
「
２
．
ホ
ト
ケ
オ
ロ
シ
」
一
四
．
一
％
（
六
九
人
）
、
「
３
．
ホ
ト
ケ
ヨ
ビ
」
五
．
七
％
（
二
八
人
）
を
大
き
く
上

回
っ
た
。
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
親
和
群
」
と
「
非
親
和
群
」
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
が
確
認
さ
れ
る
が
、
回
答
率
に
関
し
て
言
え
ば
、
「
１
．
口
寄
せ
（
ク
チ

ヨ
セ
）
」
を
選
択
し
た
者
の
割
合
は
、
「
非
親
和
群
」
の
四
四
．
五
％
（
四
九
人
）
に
対
し
て
、
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
親
和
群
」
が
六
四
．
三
％
（
二
四
三
人
）
と

有
意
に
高
く
（p

<
0

.0
1

）
、
上
記
の
認
識
傾
向
を
よ
り
顕
著
に
示
す
結
果
と
な
っ
た
。 

 

先
の
質
問
と
同
様
、
こ
こ
に
設
け
た
選
択
肢
も
ま
た
、
全
て
民
俗
文
化
の
領
域
に
お
い
て
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
る
名
称
（
民
俗
語
彙
）
を
提
示
す
る
も
の

で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
１
．
口
寄
せ
（
ク
チ
ヨ
セ
）
」
の
突
出
し
た
回
答
率
の
高
さ
は
、
対
象
者
が
保
有
す
る
知
識
／
イ
メ
ー
ジ
の
偏
向
性
を
示
唆
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
「
口
寄
せ
（
ク
チ
ヨ
セ
）
」
が
「
死
者
の
言
葉
を
伝
え
る
」
と
い
う
職
能
と
共
に
、《
イ
タ
コ
》
の
代
名
詞
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り

で
あ
る
。 

 

５ 

人
物
①
―
性
別
―
【
表

6
‐

14
】 

 

対
象
者
が
抱
く
イ
タ
コ
の
人
物
像
を
確
認
す
る
た
め
、
イ
タ
コ
と
聞
い
て
思
い
浮
か
べ
る
性
別
を
選
択
方
式
で
回
答
し
て
も
ら
っ
た
。 

対
象
者
全
体
で
見
た
場
合
、
回
答
率
が
最
も
高
か
っ
た
の
は
「
２
．
女
性
」
九
二
．
四
％
（
四
五
一
人
）
で
、
以
降
「
３
．
男
性
と
女
性
ど
ち
ら
も
」
四
． 
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七
％
（
二
三
人
）
、「
１
．
男
性
」
一
．
四
％
（
七
人
）
、
「
４
．
特
に
な
い
・
分
か
ら
な
い
」
一
．
〇
％
（
五
人
）
の
順
と
な
り
、
対
象
者
の
九
割
以
上
が
「
２
．

女
性
」
を
選
択
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
親
和
群
」
と
「
非
親
和
群
」
で
見
た
場
合
に
も
、
や
は
り
「
２
．
女
性
」
の
回
答
率
が
突
出
し
て
い

た
が
、
そ
の
割
合
は
「
非
親
和
群
」
の
八
三
．
六
％
（
九
二
人
）
に
比
し
て
、
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
親
和
群
」
が
九
五
．
〇
％
（
三
五
九
人
）
と
有
意
に
高
値
を

示
し
た
（p

<
0

.0
1

）
。 

イ
タ
コ
は
、
「
視
覚
障
が
い
を
持
つ
女
性
が
生
計
を
立
て
る
た
め
の
職
業
」
と
い
う
側
面
を
有
し
た
宗
教
伝
統
で
あ
り
、
基
本
的
に
女
性
が
務
め
る
べ
き
役

割
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
よ
っ
て
上
記
の
結
果
は
、
「
非
親
和
群
」
で
八
割
以
上
、
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
親
和
群
」
に
至
っ
て
は
九
割
五
分
の
者
が
、
イ
タ
コ

の
性
別
に
関
し
て
実
態
に
即
し
た
知
識
／
イ
メ
ー
ジ
を
保
持
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
供
給
す
る
《
イ
タ
コ
》
像
も
、
そ

の
殆
ど
が
「
女
性
」
と
さ
れ
て
い
る
点
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
こ
で
確
認
さ
れ
た
認
識
傾
向
は
イ
タ
コ
の
実
態
と
符
合
す
る
と
同
時
に
、《
イ
タ
コ
》
の
表
象
的
特
徴

と
も
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
言
え
る
。 

 

６ 

人
物
②
―
年
齢
―
【
表

6
‐

15
】 

 

対
象
者
が
抱
く
イ
タ
コ
の
人
物
像
を
確
認
す
る
た
め
、
イ
タ
コ
と
聞
い
て
思
い
浮
か
べ
る
年
齢
を
選
択
方
式
で
回
答
し
て
も
ら
っ
た
。 

対
象
者
全
体
で
見
た
場
合
、
最
も
高
い
回
答
率
を
示
し
た
の
は
「
５
．

70
代
～

80
代
」
の
三
八
．
九
％
（
一
九
〇
人
）
で
、
続
く
「
４
．

50
～

60
代
」
の
二

二
．
一
％
（
一
〇
八
人
）
と
合
わ
せ
る
と
、
「

50
～

80
代
」
と
い
う
回
答
で
対
象
者
全
体
の
六
一
．
一
％
を
占
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
対
象
者
の
半
数
以
上
が

イ
タ
コ
を
比
較
的
高
齢
の
人
物
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
各
群
の
回
答
率
に
目
を
向
け
れ
ば
、
「
５
．

70
代
～

80
代
」
を

選
択
し
た
者
の
割
合
は
、
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
親
和
群
」
が
四
二
．
九
％
（
一
六
二
人
）
と
、
「
非
親
和
者
」
の
二
五
．
五
％
（
二
八
人
）
に
比
し
て
有
意
に
高

値
を
示
し
た
（p
<

0
.0

1

）
。 

イ
タ
コ
が
「
視
覚
障
が
い
を
持
つ
女
性
が
生
計
を
立
て
る
た
め
の
職
業
」
と
い
う
性
格
を
有
す
る
点
は
先
に
指
摘
し
た
が
、
福
祉
や
医
療
の
発
展
等
を
背
景

に
後
継
者
が
不
足
し
、
高
齢
化
が
進
行
し
た
結
果
、
現
在
、
イ
タ
コ
は
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。
現
役
の
イ
タ
コ
の
中
に
は
、「
最
後
の
イ
タ
コ
」
と
評
さ

れ
て
き
た
四
〇
代
の
人
物
が
二
名
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
者
は
既
に
七
〇
代
後
半
～
八
〇
代
前
半
と
い
っ
た
年
齢
に
達
し
て
お
り
、
何
よ
り
次
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世
代
が
養
成
さ
れ
て
い
な
い
現
状
を
考
慮
す
れ
ば
、
彼
女
ら
が
実
際
に
「
最
後
の
イ
タ
コ
」
と
な
る
可
能
性
は
否
め
な
い
。 

 

中
村
民
男
が
一
九
五
五
～
五
八
年
に
行
っ
た
イ
タ
コ
と
類
似
者
に
関
す
る
調
査
に
お
い
て
５

、
年
齢
の
判
明
し
て
い
る
二
四
三
人
の
対
象
者
（
イ
タ
コ
一
二

一
人
、
類
似
者
一
二
八
人
の
合
計
か
ら
年
齢
不
明
の
六
人
を
引
い
た
も
の
）
に
占
め
る
割
合
が
最
も
高
か
っ
た
年
齢
層
は
、
五
〇
代
の
三
八
．
〇
％
で
あ
り
、

次
点
の
六
〇
代
二
五
．
五
％
と
合
わ
せ
る
と
、
五
〇
～
六
〇
代
が
全
体
の
六
割
を
占
め
て
い
る
。
こ
こ
に
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
イ
タ
コ
の
推
移
を
考
え
合
わ

せ
た
場
合
、
少
な
く
と
も
一
九
六
〇
年
以
降
、
イ
タ
コ
の
多
く
は
五
〇
代
よ
り
上
の
世
代
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
回
答
結
果

は
イ
タ
コ
を
認
知
す
る
者
の
大
半
が
、
イ
タ
コ
の
性
別
に
関
し
て
実
態
に
即
し
た
知
識
／
イ
メ
ー
ジ
を
保
持
す
る
こ
と
を
示
す
と
言
え
る
。 

 

と
同
時
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
も
《
イ
タ
コ
》
を
高
齢
の
女
性
を
〝
基
軸
〟
に
描
い
て
き
た
経
緯
が
あ
る
た
め
（
Ｃ
． 

の
二
‐
一
や
二
‐
二
で
多
数
の
回
答

が
あ
っ
た
「
シ
ャ
ー
マ
ン
キ
ン
グ
」
や
「
地
獄
先
生
ぬ
～
べ
～
」
の
場
合
、
メ
イ
ン
の
《
イ
タ
コ
》
は
い
ず
れ
も
若
い
女
性
と
い
う
設
定
で
あ
る
が
、
い
ず
れ

も
そ
の
背
後
に
は
師
匠
で
あ
る
老
齢
の
《
イ
タ
コ
》
が
配
置
さ
れ
て
い
る
）
６

、
上
記
の
結
果
は
表
象
的
特
徴
と
の
符
号
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
。 

 

７ 

イ
タ
コ
に
付
与
す
る
価
値
／
ラ
ベ
リ
ン
グ
【
表

6
‐

16
】 

 

対
象
者
が
イ
タ
コ
に
い
か
な
る
価
値
付
け
な
い
し
ラ
ベ
リ
ン
グ
を
行
っ
て
い
る
か
を
把
握
す
る
た
め
、
イ
タ
コ
に
対
し
て
抱
く
イ
メ
ー
ジ
に
最
も
近
い
選
択

肢
を
一
つ
選
ん
で
も
ら
っ
た
。 

対
象
者
全
体
で
見
た
場
合
、
最
も
回
答
率
が
高
か
っ
た
の
は
「
４
．
超
能
力
者
・
霊
能
力
者
」
三
四
．
四
％
（
一
六
八
人
）
で
、
「
１
．
特
定
地
域
に
伝
わ

る
民
俗
・
文
化
」
二
九
．
一
％
（
一
四
二
人
）
、「
５
．
オ
カ
ル
ト
」
九
．
〇
％
（
四
四
人
）
が
こ
れ
に
続
い
た
。「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
親
和
群
」
と
「
非
親
和
群
」

に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
が
確
認
さ
れ
た
が
、
「
４
．
超
能
力
者
・
霊
能
力
者
」「
１
．
特
定
地
域
に
伝
わ
る
民
俗
・
文
化
」
「
５
．
オ
カ
ル
ト
」
い
ず
れ
の
選
択

肢
で
も
、
両
群
の
回
答
率
に
有
意
差
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
（p

=
0

.2
7

, 1
.0

0
, 0

.9
8

）
。 

選
択
肢
一
～
三
は
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
以
外
に
よ
っ
て
も
提
供
さ
れ
得
る
価
値
、
選
択
肢
四
～
六
と
八
は
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
主
導
と
な
っ
て
提
供
し
て
い
る

価
値
、
選
択
肢
七
と
九
は
学
術
研
究
の
提
供
す
る
価
値
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
得
ら
れ
た
結
果
の
み
で
は
、
対
象
者
の
イ
タ
コ
に
対
す
る
価
値
付
け
と
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
の
形
成
す
る
《
イ
タ
コ
》
像
と
の
関
係
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ゆ
え
に
考
察
は
保
留
と
し
た
い
。 
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第
四
節 

考
察 

 

 

本
研
究
の
質
問
紙
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
前
掲
の
結
果
は
、「
認
知
の
獲
得
」
と
「
認
識
の
在
り
方
」
と
い
う
二
つ
の
局
面
か
ら
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介

し
た
《
イ
タ
コ
》
像
の
普
及
が
、
そ
の
受
容
者
の
認
識
に
影
響
を
も
た
ら
し
得
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。 

 

１ 

「
認
知
の
獲
得
」 

 

こ
れ
は
、〈
Ｂ
．
イ
タ
コ
に
関
す
る
知
識
の
有
無
〉
お
よ
び
〈
Ｃ
．
イ
タ
コ
に
関
す
る
知
識
の
獲
得
経
路
〉
の
質
問
項
目
で
得
ら
れ
た
結
果
よ
り
明
ら
か
と
な

る
局
面
で
あ
る
。
ま
ず
、
イ
タ
コ
の
認
知
度
に
関
し
て
言
え
ば
、
有
効
回
答
と
み
な
し
た
六
八
七
人
の
う
ち
、
四
八
八
人
が
イ
タ
コ
を
知
っ
て
い
る
と
答
え
て

お
り
、
そ
の
数
値
は
有
効
回
答
数
全
体
の
約
七
割
に
も
及
ん
だ
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
影
響
を
鮮
明
化
す
る
た
め
、
論
者
は
調
査
対
象
と
な
る
大
学
・
短

期
大
学
の
学
生
の
選
定
に
際
し
て
「
イ
タ
コ
文
化
と
親
和
性
の
低
い
地
域
（
東
北
地
方
以
外
）
に
帰
属
す
る
学
生
」
、
す
な
わ
ち
「
イ
タ
コ
文
化
と
の
親
和
性
が

低
い
と
予
想
さ
れ
る
学
生
」
を
選
出
し
た
わ
け
だ
が
、
実
際
、
イ
タ
コ
文
化
と
の
直
接
的
な
接
触
経
験
の
有
無
に
関
し
て
「
有
り
」
と
回
答
し
た
者
は
、
イ
タ

コ
を
認
知
す
る
と
答
え
た
者
の
僅
か
一
．
四
％
に
過
ぎ
な
い
七
人
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
七
割
に
も
上
る
イ
タ
コ
の
高
い
認
知
度
を
支
え
て
い
る
の
は
、
イ
タ

コ
文
化
と
学
生
と
の
間
に
存
在
す
る
何
ら
か
の
媒
介
装
置
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

で
は
、
そ
の
媒
介
装
置
と
は
一
体
何
な
の
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
が
、〈
Ｃ
．
イ
タ
コ
に
関
す
る
知
識
の
獲
得
経
路
〉
に
置
か
れ
た
質
問
項
目

で
あ
る
。
イ
タ
コ
を
認
知
す
る
者
に
対
し
、
認
知
獲
得
の
契
機
を
選
択
方
式
（
複
数
回
答
可
）
で
回
答
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
回
答
率
が
高
か
っ
た
の
は
「
本

で
読
ん
だ
」
（
四
〇
．
四
％
）
と
「
テ
レ
ビ
で
見
た
」
（
三
九
．
五
％
）
で
あ
り
、
次
点
の
「
家
族
や
友
人
な
ど
の
知
人
か
ら
話
を
聞
い
た
」
（
一
三
．
三
％
）
に

大
差
を
つ
け
る
形
で
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
の
接
触
が
上
位
二
位
を
占
め
る
結
果
と
な
っ
た
。
そ
の
う
え
、
当
該
項
目
か
ら
算
出
さ
れ
た
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と

の
接
触
を
認
知
獲
得
の
契
機
と
す
る
者
の
総
数
は
三
七
八
人
に
上
り
、
こ
れ
は
イ
タ
コ
を
認
知
す
る
者
全
体
の
七
七
．
五
％
に
相
当
し
て
い
る
。
以
上
の
結
果

は
、
対
象
者
の
イ
タ
コ
に
対
す
る
認
知
の
獲
得
に
お
い
て
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
と
言
え
よ
う
。 

 

な
お
、
認
知
を
も
た
ら
し
た
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
種
別
に
着
目
し
た
場
合
、
先
進
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
な
く
、
テ
レ
ビ
と
書
籍
と
い



159 

 

う
旧
来
型
の
メ
デ
ィ
ア
が
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
状
況
は
興
味
深
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
が
到
来
し
て
な
お
、
日
本
人
の
宗
教
性
に
テ
レ
ビ
が
深
く
関
与

し
得
る
こ
と
は
、
既
に
石
井
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
７

。
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
の
登
場
に
目
を
配
り
な
が
ら
も
、
我
々
は
今
後
も
旧
来
型
メ
デ
ィ
ア
の
持
つ

価
値
を
問
い
続
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

２ 

「
認
識
の
在
り
方
」 

〈
Ｄ
．
保
有
さ
れ
る
知
識
／
イ
メ
ー
ジ
〉
の
質
問
項
目
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
の
が
、
こ
の
局
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
場
所
・
職
能
・
人
物
・
価
値
」

と
い
う
四
つ
の
観
点
か
ら
、
対
象
者
の
保
有
す
る
イ
タ
コ
イ
メ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
イ
タ
コ
に
対
す
る
認
識
の
把
握
を
試
み
た
。
設
け
ら
れ
た
質
問
項
目
は
、「
場

所
」
に
三
項
目
（
地
方
・
県
・
特
定
の
場
）
、
「
職
能
」
に
二
項
目
（
内
容
、
名
称
）
、
「
人
物
」
に
二
項
目
（
性
別
、
年
齢
）
、
「
価
値
」
に
一
項
目
（
付
与
さ
れ

る
価
値
）
の
計
八
項
目
だ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
項
目
で
得
ら
れ
た
結
果
の
う
ち
、
六
項
目
の
認
識
傾
向
に
つ
い
て
は
「
あ
る
指
標
」
で
も
っ
て
特
徴
付
け
を
行

う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
指
標
と
は
、
「
文
化
実
態
と
の
距
離
」
で
あ
る
。 

「
場
所
（
地
方
）
」
「
場
所
（
特
定
の
場
）
」
「
職
能
（
内
容
）
」
「
職
能
（
名
称
）
」
「
人
物
（
性
別
）
」
「
人
物
（
年
齢
）
」
の
六
項
目
で
確
認
さ
れ
た
認
識
傾
向

は
、
前
掲
の
指
標
に
よ
っ
て
二
分
さ
れ
る
。
一
つ
は
「
イ
タ
コ
文
化
の
実
態
に
〝
即
し
た
〟
認
識
傾
向
」
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
「
イ
タ
コ
文
化
の
実
態
と
〝
隔

た
り
の
あ
る
〟
認
識
傾
向
」
で
あ
り
、
「
場
所
（
地
方
）
」
「
人
物
（
性
別
）
」
「
人
物
（
年
齢
）
」
の
結
果
は
前
者
に
、
「
場
所
（
特
定
の
場
）
」
「
職
能
（
内
容
）
」

「
職
能
（
名
称
）
」
の
結
果
は
後
者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
該
当
し
て
い
る
。 

個
々
の
結
果
に
て
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
後
者
の
認
識
傾
向
に
見
ら
れ
る
「
実
態
と
の
隔
た
り
」
と
は
、
い
ず
れ
も
イ
タ
コ
文
化
の
一
部
分
の
焦
点
化
、

す
な
わ
ち
「
偏
り
」
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
認
識
傾
向
に
確
認
さ
れ
る
「
偏
り
」
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
供
給
す

る
《
イ
タ
コ
》
像
の
表
象
的
特
徴
と
符
合
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
一
部
に
て
確
認
し
て
き
た
よ
う
な
《
イ
タ
コ
》
の
表
象
的
特
徴
と
、
対
象
者
の
認
識
傾
向

に
見
る
「
偏
り
」
と
の
一
致
は
、
対
象
者
の
イ
タ
コ
に
対
す
る
認
識
の
形
成
と
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
の
繋
が
り
を
示
唆
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
を
裏

付
け
る
よ
う
に
、
も
う
一
方
の
「
イ
タ
コ
文
化
の
実
態
に
即
し
た
認
識
傾
向
」
に
関
し
て
も
、
や
は
り
実
態
と
の
符
号
を
見
せ
て
い
る
箇
所
（
項
目
）
と
い
う

の
は
、
《
イ
タ
コ
》
像
に
お
け
る
実
態
と
の
符
号
箇
所
と
一
致
す
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。 
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〈
Ｄ
．
保
有
さ
れ
る
知
識
／
イ
メ
ー
ジ
〉
の
質
問
項
目
で
は
、
〈
Ｃ
． 

知
識
の
獲
得
経
路
〉
で
得
ら
れ
た
結
果
を
も
と
に
、
イ
タ
コ
に
対
す
る
認
知
の
獲
得

契
機
と
し
て
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
挙
げ
た
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
親
和
群
」
と
、
挙
げ
な
か
っ
た
「
非
親
和
群
」
と
の
ク
ロ
ス
集
計
を
実
施
し
て
い
た
が
、
認
識

傾
向
自
体
に
関
し
て
言
え
ば
、
こ
れ
ら
二
群
の
間
に
際
立
っ
た
差
異
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。 

た
だ
し
、
い
ず
れ
の
質
問
項
目
で
も
、
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
親
和
群
」
の
方
が
認
識
傾
向
を
よ
り
顕
著
に
示
す
結
果
と
な
っ
て
お
り
、
前
述
の
よ
う
な
認
識

傾
向
の
特
徴
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
二
群
間
に
見
る
格
差
も
ま
た
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
対
象
者
の
認
識
形
成
に
与
え
る
影
響
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
捉
え

る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
間
接
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
親
和
群
」
と
認
識
保
有
と
の
相
関
を
反
照
す
る
と
い
う
点
で
は
、
「
非

親
和
群
」
に
見
る
「
特
に
な
い
・
分
か
ら
な
い
」
の
回
答
率
の
高
さ
（
Ｄ
の
全
項
目
で

p
<

0
.0

5

）
も
、
上
記
の
結
論
を
支
持
す
る
も
の
と
言
え
る
。 

 

本
研
究
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
宗
教
表
象
の
普
及
が
受
容
者
の
認
識
に
与
え
る
影
響
と
い
う
も
の
を
、
そ
れ
自
体
の
有
無
も
含
め
て
、
確
認
す
る

こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
調
査
対
象
を
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
が
顕
著
に
現
れ
る
だ
ろ
う
人
々
に
設
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
結
果
が
示

す
影
響
力
は
決
し
て
一
般
論
と
し
て
捉
え
得
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
普
及
す
る
宗
教
表
象
が
、
受
容
者
の
宗
教
的

リ
ア
リ
テ
ィ
を
構
築
し
得
る
と
い
う
事
実
の
判
明
は
、
本
研
究
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
個
人
に
と
っ
て
の
「
現
実
」
を
構
成
す
る
こ

と
で
、
表
象
と
い
う
名
の
疑
似
的
〝
現
実
〟
は
、
新
た
な
現
実
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。 
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１ 

調
査
の
遂
行
に
際
し
て
は
、
左
記
の
方
々
に
ご
協
力
を
賜
っ
た
。
（
五
〇
音
順
） 

 

石
井
研
士
先
生
（
國
學
院
大
學
）
、
一
柳
廣
孝
先
生
（
横
浜
国
立
大
学
）
、
今
井
秀
和
先
生
（
大
東
文
化
大
学
）
、
谷
口
基
先
生
（
茨
城
大
学
）
、 

山
中
智
省
先
生
（
滋
賀
文
教
短
期
大
学
・
当
時
） 

２ 

「
ポ
ケ
ッ
ト
モ
ン
ス
タ
ー
」
は
、
株
式
会
社
ポ
ケ
モ
ン
（
以
前
は
任
天
堂
）
か
ら
発
売
さ
れ
て
い
る
ゲ
ー
ム
（
携
帯
型
ゲ
ー
ム
機
）
ソ
フ
ト
の
人
気
シ
リ
ー

ズ
で
あ
り
、
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
や
映
画
等
の
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ゲ
ー
ム
シ
リ
ー
ズ
の
中
に
「
イ
タ
コ
」
と
呼
ば
れ
る
イ
タ
コ
を
模

し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
登
場
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。 

 

「
人
狼
」
は
海
外
由
来
の
心
理
的
駆
け
引
き
を
特
徴
と
し
た
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
で
あ
り
、
現
在
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
対
戦
が
可

能
と
な
っ
て
い
る
。「
人
狼
」
で
は
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
役
職
が
割
り
振
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
は
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
し
て
「
イ
タ
コ
」
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

３ 

ア
ニ
メ
「
シ
ャ
ー
マ
ン
キ
ン
グ
」
は
、
武
井
宏
之
の
同
名
漫
画
を
原
作
と
し
た
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
作
品
。
漫
画
は
『
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
』
に
て
一
九
九

八
年
‐
二
〇
〇
四
年
ま
で
連
載
さ
れ
、
ア
ニ
メ
は
テ
レ
ビ
東
京
系
列
で
二
〇
〇
一
年
‐
二
〇
〇
二
年
に
放
送
さ
れ
た
。
タ
イ
ト
ル
の
と
お
り
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ

ム
を
題
材
と
し
た
作
品
で
あ
り
、
こ
の
中
に
イ
タ
コ
と
い
う
設
定
の
「
恐
山
ア
ン
ナ
」
な
る
ヒ
ロ
イ
ン
が
登
場
し
て
い
る
。 

４ 

「
シ
ャ
ー
マ
ン
キ
ン
グ
」
に
つ
い
て
は
前
注
を
参
照
。 

「
地
獄
先
生
ぬ
～
べ
～
」
は
原
作
・
真
倉
翔
、
作
画
・
岡
野
剛
の
漫
画
で
あ
り
、
一
九
九
三
年
‐
一
九
九
九
年
に
『
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
』
で
連
載
さ
れ
た
。

一
九
九
六
年
‐
一
九
九
七
年
に
ア
ニ
メ
が
テ
レ
ビ
朝
日
系
列
で
放
送
さ
れ
、
二
〇
一
四
年
に
は
日
本
テ
レ
ビ
系
列
で
実
写
ド
ラ
マ
が
放
送
さ
れ
た
。
イ
タ
コ
の

「
葉
月
い
ず
な
」
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
登
場
し
て
お
り
、
こ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
主
人
公
と
し
た
ス
ピ
ン
オ
フ
作
品
『
霊
媒
師
い
ず
な
』
が
二
〇
〇
七
年

よ
り
集
英
社
の
諸
雑
誌
に
て
連
載
中
で
あ
る
。 

「
ぬ
ら
り
ひ
ょ
ん
の
孫
」
は
、
椎
橋
寛
を
作
者
と
し
た
漫
画
で
あ
り
、
二
〇
〇
八
年
‐
二
〇
一
二
年
に
『
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
』
で
連
載
さ
れ
、
ア
ニ
メ
は

二
〇
一
〇
年
と
二
〇
一
一
年
の
二
度
に
わ
た
り
放
送
さ
れ
て
い
る
。
恐
山
の
イ
タ
コ
と
し
て
「
百
石
」
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
登
場
す
る
。 

以
上
の

3

作
品
は
い
ず
れ
も
『
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
』
に
長
期
連
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、
ア
ニ
メ
化
さ
れ
た
人
気
作
品
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
実

際
、
視
聴
し
た
番
組
に
関
す
る
質
問
の
自
由
記
述
欄
で
も
、「
シ
ャ
ー
マ
ン
キ
ン
グ
」
と
「
地
獄
先
生
ぬ
～
べ
～
」
の
名
が
挙
が
っ
て
い
た
。
な
お
、
各
作
品
は

単
行
本
化
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
当
質
問
項
目
で
こ
れ
ら

3

作
品
の
名
を
挙
げ
た
回
答
者
の
中
に
は
、
雑
誌
の
連
載
で
読
ん
だ
と
い
う
者
も
含
ま
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。 

５ 

中
村
民
男
「
青
森
県
に
お
け
る
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
社
会
精
神
医
学
的
研
究
―
イ
タ
コ
と
類
似
者
の
比
較
―
」
、『
順
天
堂
医
学
雑
誌
』
第
七
巻
特
別
号
（
二
）
、

一
九
六
一
年
。 

６ 

〈
イ
タ
コ
〉
の
年
齢
に
関
し
て
は
、
原
英
子
「
人
々
は
イ
タ
コ
に
何
を
求
め
る
の
か
（
３
）
‐
創
造
さ
れ
る
イ
タ
コ
イ
メ
ー
ジ
と
イ
タ
コ
の
実
態
‐
」
（
『
岩

手
県
立
大
学
盛
岡
短
期
大
学
部
研
究
論
集
』
第
一
五
号
、
二
〇
一
三
年
）
に
言
及
が
見
ら
れ
る
。 

７ 

石
井
研
士
「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
す
る
宗
教
的
リ
ア
リ
テ
ィ
」
、
同
編
、
前
掲
、
二
〇
一
〇
年
。 
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第
七
章 

表
象
の
受
容
と
再
生
産
―
地
方
自
治
体
の
観
光
推
振
興
事
業
を
例
に
― 

 

第
一
節 

問
題
の
所
在 

  

こ
こ
で
は
、「
観
光
」
と
い
う
文
化
領
域
を
例
に
、《
イ
タ
コ
》
像
の
二
次
的
な
利
用
に
つ
い
て
検
証
を
行
う
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
生
み
出
し
た
《
イ
タ
コ
》

像
が
、
表
象
行
為
に
内
在
す
る
対
象
選
択
お
よ
び
再
文
脈
化
の
特
徴
に
基
づ
き
、
客
体
の
実
態
と
乖
離
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
な

ズ
レ
を
孕
む
イ
メ
ー
ジ
は
、
大
衆
と
呼
ば
れ
る
受
容
者
の
存
在
を
介
し
て
客
体
の
在
り
様
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
、
そ
れ
は
時
に
「
責
任
の
大
半
は
（
中

略
）
イ
タ
コ
を
好
奇
心
の
対
象
と
化
す
、
無
責
任
な
伝
え
方
を
し
て
き
た
マ
ス
コ
ミ
に
あ
る
」
１

と
い
う
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
批
判
に
も
繋
が
っ
た
。
し
か
し
、《
イ

タ
コ
》
は
、
果
た
し
て
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
の
み
流
布
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
高
い
知
名
度
を
誇
る
こ
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
各
々
の
文
脈
の

も
と
、
二
次
的
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
以
外
の
情
報
発
信
者
に
よ
る
《
イ
タ
コ
》
像
の
受
容
、
こ
れ
に
光
を
当
て

る
の
が
本
章
の
目
的
で
あ
る
。 

「
恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
」
を
焦
点
化
す
る
大
衆
文
化
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
が
、
同
時
に
、
恐
山
と
い
う
場
の
イ
メ
ー
ジ
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

第
一
部
第
五
章
で
既
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
六
〇
年
代
の
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
《
イ
タ
コ
》
＝
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
の
普
及
・
定
着
は
、

「
イ
タ
コ
の
恐
山
」
と
い
う
《
恐
山
》
像
の
普
及
・
定
着
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
場
に
係
る
イ
メ
ー
ジ
に
価
値
を
見
出
す
分

野
が
「
観
光
」
で
あ
る
。 

 

詳
細
は
次
章
に
譲
る
が
、
近
代
社
会
が
生
み
出
し
た
新
た
な
旅
の
文
化
は
「
観
光
」
と
呼
ば
れ
、
従
来
、
こ
こ
に
は
「
表
象
の
消
費
」
と
い
う
特
性
の
存
在

が
認
め
ら
れ
て
き
た
。
「
観
光
」
の
文
脈
に
お
け
る
表
象
の
価
値
と
は
、
表
象
客
体
で
あ
る
場
に
人
々
の
来
訪
を
促
す
効
果
、
換
言
す
れ
ば
、
「
集
客
力
」
を
指

す
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
視
点
に
立
つ
場
合
、《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
が
優
れ
た
観
光
的
価
値
を
有
し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、
先
行
研
究
で
描
か
れ
る
一
九
六
〇
‐

八
〇
年
代
の
恐
山
の
様
相
に
も
明
ら
か
だ
。 

 

例
え
ば
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
、
恐
山
に
イ
タ
コ
が
常
駐
す
る
と
思
い
込
ん
で
や
っ
て
来
る
人
々
に
対
応
す
る
た
め
、
む
つ
市
役
所
と
地
元
の
バ
ス
会
社
が



166 

 

主
催
し
、
土
曜
と
日
曜
の
週
二
回
、
恐
山
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
で
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
が
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
２

。
こ
の
取
り
組
み
は
、
高
松
敬
吉
が
調
査
を

行
っ
た
一
九
七
五
年
の
時
点
で
既
に
数
年
間
続
い
て
お
り
、
多
い
時
で
一
日
四
〇
人
以
上
、
少
な
い
時
で
も
一
五
人
程
度
の
依
頼
者
が
あ
っ
た
と
い
う
３

。 

ま
た
、
一
九
七
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
観
光
資
源
保
護
財
団
（
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ト
ラ
ス
ト
）
の
調
査
報
告
書
『
さ
い
は
て
の
霊
場
恐
山
―
信
仰
と
観
光
の
接

点
を
探
る
―
』
は
、
「
イ
タ
コ
の
観
光
対
象
化
」
に
伴
っ
て
生
じ
た
恐
山
を
め
ぐ
る
問
題
の
解
決
を
主
眼
と
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
恐
山
の
「
現
状
」
と
し
て
、

①
昭
和
四
〇
年
代
以
降
、
大
祭
に
多
く
の
人
々
が
全
国
よ
り
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
②
彼
ら
の
大
半
が
「
イ
タ
コ
へ
の
好
奇
心
」
と
い
う
「
信
仰
的
な

動
機
よ
り
、
む
し
ろ
観
光
的
な
興
味
」
に
基
づ
い
て
当
地
を
訪
れ
て
い
る
こ
と
、
③
イ
タ
コ
へ
の
好
奇
心
が
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
を

指
摘
し
て
い
る
４

。 

確
か
に
、
一
九
六
八
年
の
下
北
半
島
国
定
公
園
の
制
定
や
、
一
九
七
〇
年
に
始
ま
る
国
鉄
の
旅
行
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
「
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
」
の
成
功
等
、

一
九
六
〇
年
代
後
半
の
恐
山
に
見
る
来
訪
者
の
増
加
に
は
、
複
数
の
要
因
が
想
定
さ
れ
得
る
。
と
は
言
え
、
イ
タ
コ
の
前
景
化
を
示
す
一
九
六
〇
年
代
以
降
の

様
相
に
鑑
み
れ
ば
、《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
に
一
定
の
集
客
力
の
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
、
否
定
の
し
が
た
い
、
一
面
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
〝
霊
場
〟
恐
山
の

守
護
者
た
る
寺
院
に
と
っ
て
、
宗
教
的
目
的
意
識
を
持
た
な
い
来
訪
者
の
増
加
と
は
、
霊
場
の
「
俗
化
」
を
志
向
す
る
点
で
歓
迎
の
出
来
な
い
変
化
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
前
掲
の
調
査
報
告
書
に
収
録
さ
れ
た
「
恐
山
は
あ
く
ま
で
も
信
仰
の
場
で
あ
っ
て
、
観
光
の
対
象
で
は
な
い
」「
イ
タ
コ
を
こ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
観
光

客
が
ま
す
ま
す
増
え
、
恐
山
が
荒
ら
さ
れ
て
霊
場
と
し
て
の
尊
厳
を
失
う
可
能
性
す
ら
あ
る
。
完
全
に
締
め
出
す
わ
け
に
も
ゆ
く
ま
い
が
、
今
後
は
何
ら
か
の

方
法
で
イ
タ
コ
を
規
制
し
た
い
」
５

と
い
っ
た
寺
院
側
の
「
現
状
」
に
対
す
る
見
解
が
物
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
は
そ
の
知

名
度
と
集
客
力
ゆ
え
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、「
信
仰
」
の
有
無
を
問
わ
ず
、
来
訪
者
の
「
数
」
の
多
さ
に
価
値
を
見
出
す
よ
う
な
立
場
が
存
在

す
る
場
合
、
こ
う
し
た
集
客
力
は
む
し
ろ
歓
迎
さ
る
べ
き
要
素
と
し
て
、
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。 

そ
こ
で
本
章
は
、
恐
山
の
観
光
推
進
を
担
う
主
体
と
し
て
「
青
森
県
」
と
「
む
つ
市
」
と
い
う
二
つ
の
地
方
自
治
体
に
着
目
し
、
こ
れ
ら
の
主
体
が
「
観
光
」

の
文
脈
で
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
を
い
か
に
運
用
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
両
自
治
体
な
い
し
関
連
団
体
（
青
森
県
観
光
協
会
な
ど
）
の
作
成
し
た
観
光
案
内
書
に

描
か
れ
る
〈
恐
山
〉
の
変
化
よ
り
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
周
知
の
と
お
り
、
地
方
自
治
体
は
財
源
確
保
や
地
域
の
活
性
化
と
い
う
観
点
か
ら
、
管
内
の
観

光
振
興
を
そ
の
主
要
な
役
割
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
恐
山
を
自
己
の
管
轄
と
す
る
青
森
県
と
む
つ
市
が
、
管
内
の
観
光
客
増
加
に
繋
が
る
《
恐
山
の
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イ
タ
コ
》
に
何
の
反
応
も
示
さ
な
か
っ
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
各
々
の
文
脈
の
下
、
両
自
治
体
は
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
生
み
出
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
い
か
に
活
用

し
、
再
生
産
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

な
お
、
資
料
に
関
し
て
は
、
青
森
県
立
図
書
館
な
ら
び
に
む
つ
市
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
も
の
を
使
用
し
、
期
間
に
つ
い
て
は
、
便
宜
上
、
マ
ス
・
メ
デ

ィ
ア
に
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
が
表
れ
始
め
た
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し
た
。 

 

第
二
節 

青
森
県
の
刊
行
物
に
見
る
表
象
の
受
容
と
再
生
産 

  

ま
ず
は
、
よ
り
広
域
を
管
轄
す
る
「
青
森
県
」
の
状
況
か
ら
確
認
し
て
い
き
た
い
。
青
森
県
は
一
般
的
に
津
軽
地
方
・
南
部
地
方
・
下
北
地
方
の
三
区
域
に

大
別
さ
れ
る
が
、
恐
山
は
戦
前
よ
り
下
北
地
方
を
代
表
し
て
き
た
名
所
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
在
は
当
該
地
域
の
観
光
を
一
手
に
担
っ
て
き
た
と
述
べ
て
も
過
言

で
は
な
い
。
む
つ
市
商
工
観
光
課
商
工
係
『
商
工
経
済
要
覧
』
の
「
下
北
半
島
各
観
光
地
の
入
込
者
数
の
推
移
」
な
ら
び
に
「
下
北
半
島
国
定
公
園
観
光
者
入

込
数
」（
一
九
七
九
年
以
降
）
を
参
照
す
れ
ば
、
下
北
地
方
の
主
要
観
光
地
（
前
者
は
八
ヶ
所
、
後
者
は
七
ヵ
所
）
に
見
る
入
込
者
数
は
、
本
章
の
考
察
対
象
と

す
る
一
九
五
〇
年
代
‐
八
〇
年
代
に
限
定
し
て
み
て
も
、
恐
山
が
他
の
観
光
地
を
大
き
く
上
回
っ
て
第
一
位
を
維
持
す
る
状
況
に
あ
る
（
【
表

7
‐

1
】
）
６

。

そ
れ
ゆ
え
、
利
害
の
直
接
的
な
享
受
者
で
あ
る
下
北
地
方
の
行
政
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
県
全
体
を
視
野
に
収
め
た
公
的
な
観
光
事
業
に
お
い
て
も
、
当
地
は

一
定
の
集
客
力
を
有
し
た
貴
重
な
資
源
と
し
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
き
た
。 

管
見
の
限
り
、
前
掲
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
地
方
自
治
体
発
行
の
観
光
案
内
書
の
中
で
最
も
古
い
テ
ク
ス
ト
は
、
一
九
五
〇
年
刊
行
の
『
観
光
と
産
業
の
青

森
』
で
あ
る
。
こ
の
冊
子
の
発
行
者
は
「
青
森
県
」
で
は
な
く
「
青
森
市
」
で
あ
る
も
の
の
、
県
内
全
域
の
観
光
地
を
扱
う
自
治
体
刊
行
物
で
あ
る
点
を
考
慮
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し
、
参
考
ま
で
に
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
「
南
部
方
面
（
東
北
本
線
）
」
の
観
光
地
の
一
つ
に
「
恐
山
」
を
挙
げ
る
本
誌
は
、
当
地
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て

い
る
。 

 

一
千
余
年
前
慈
覚
大
師
●
開
基
し
奥
の
霊
場
と
し
て
古
よ
り
全
国
に
知
ら
れ
た
所
で
あ
る 

宇
曽
利
山
湖
を
中
心
に
釜
臥
山
。
北
国
。
大
尽
。
小
尽
。
円

山
等
八
〇
〇
米
内
外
の
翠
巒
が
蓮
華
八
状
を
な
し
。
中
に
三
途
の
川
鬼
面
巌
八
大
地
獄
、
極
楽
の
浜
な
ど
の
地
獄
極
楽
が
あ
り
。
死
者
の
声
を
聞
く
と
い

う
。
四
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
仏
法
僧
が
鳴
く
幽
境
で
あ
る
。
境
内
に
は
酸
性
泉
緑
礬
泉
の
温
泉
が
湧
き
信
仰
を
か
ね
た
湯
治
客
に
賑
う
。
［
頁
な
し
］ 

 

こ
こ
で
恐
山
の
見
所
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
宇
曽
利
湖
や
地
獄
極
楽
等
の
自
然
景
観
と
、
仏
法
僧
、
温
泉
、
そ
し
て
「
死
者
の
声
を
聞
く
」
と
い
う
民
間
信

仰
で
あ
り
、
そ
の
在
り
様
は
、
第
四
章
で
確
認
し
た
《
イ
タ
コ
》
以
前
の
《
恐
山
》
特
徴
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
「
恐
山
の
イ
タ

コ
」
に
対
す
る
注
目
が
一
九
五
〇
年
代
に
始
ま
る
よ
う
に
、『
観
光
と
産
業
の
青
森
』
の
制
作
さ
れ
た
段
階
で
、
イ
タ
コ
マ
チ
は
既
に
恐
山
の
死
者
儀
礼
と
し
て

定
着
を
見
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
解
説
は
恐
山
の
実
状
と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
恐
山
の
観
光
的
価
値
に
対
す
る
行
政
側
の
〝
認
識
〟
の
反
映
と
し

て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
存
在
を
市
が
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
否
め
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
誌
の
製
作
時
に
お
い
て
、
青
森
市

は
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
に
観
光
的
な
価
値
を
認
め
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

そ
れ
か
ら
四
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
青
森
県
の
観
光
と
物
産
（
『
県
政
の
あ
ゆ
み
』
写
真
特
集
号
）
』
は
、
青
森
県
を
発
行
元
と
す
る
最
も
古
い
冊
子
に
当
た

る
が
、
本
誌
の
「
恐
山
県
立
公
園
」
の
項
目
に
は
、
先
の
『
観
光
と
産
業
の
青
森
』
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
夏
季
の
大
祭
に
関
す
る
記
述
が
見
受
け
ら
れ
る
。 

  

恐
山
は
下
北
半
島
の
休
火
山
で
、
山
上
宇
曽
利
湖
の
北
岸
に
は
恐
山
温
泉
を
始
め
二
十
二
の
間
歇
泉
、
噴
気
孔
が
散
在
し
て
い
る
。 

恐
山
は
貞
観
四
年
四
月
慈
覚
大
師
が
開
山
し
た
霊
場
で
、
常
時
、
信
仰
を
か
ね
た
湯
治
客
で
賑
い
、
特
に
七
月
下
旬
の
恐
山
祭
典
に
は
全
国
各
地
か
ら
参

拝
者
が
殺
到
す
る
［
二
二
頁
］ 
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と
は
言
え
、
大
祭
の
賑
わ
い
に
は
触
れ
て
い
る
も
の
の
、
や
は
り
「
イ
タ
コ
」
の
存
在
は
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
掲
載
さ
れ
た
二
枚
の
写
真
が
映
し
出
す
の

も
、
「
恐
山
霊
場
の
納
骨
堂
」
と
霊
場
の
全
景
と
い
っ
た
具
合
に
な
っ
て
い
る
（
写
真

7
‐

1
）
。
写
真
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
同
年
に
青
森
県
観
光
協
会
が
出

版
し
た
『
観
光
青
森
』
も
ま
た
、
恐
山
菩
提
寺
を
映
し
た
写
真
を
使
用
し
て
い
た
。 

 

さ
ら
に
、
続
く
一
九
五
九
年
の
『
観
光
の
青
森
』
（
青
森
県
観
光
印
刷
物
協
議
会
）
や
、
恐
山
を
取
り
上
げ
た
『
県
政
の
あ
ゆ
み
』
一
九
六
〇
年
八
月
号
（
青

森
県
広
報
文
書
課
）
に
も
、
や
は
り
イ
タ
コ
に
関
す
る
記
述
や
写
真
は
見
当
た
ら
な
い
。『
県
政
の
あ
ゆ
み
』
は
県
民
向
け
に
作
成
さ
れ
た
月
刊
の
広
報
誌
で
あ

り
、
同
年
八
月
号
で
は
「
観
光
地
め
ぐ
り
」
と
題
し
た
コ
ー
ナ
ー
の
中
で
「
日
本
三
大
霊
山
の
一
つ 

恐
山
県
立
公
園
」
を
特
集
し
て
い
た
。
こ
こ
で
も
「
恐

山
の
祭
典
は
奥
の
院
に
安
置
す
る
地
蔵
尊
の
祭
礼
は
、
七
月
二
十
日
～
二
十
四
日
ま
で
五
日
間
、
下
北
郡
下
の
索
洞
宗
十
数
ヵ
寺
の
僧
侶
が
登
山
し
て
盛
大
に

行
わ
れ
る
」
と
大
祭
の
紹
介
は
な
さ
れ
る
一
方
で
、「
イ
タ
コ
」
に
対
し
て
は
全
く
も
っ
て
言
及
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
使
用
さ
れ
た
写
真
も
「
恐
山
寺
」

と
「
恐
山
宇
曾
利
湖
」
の
二
枚
の
み
で
あ
る
。
先
に
指
摘
し
た
実
態
と
の
〝
ズ
レ
〟
を
踏
ま
え
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
県
行
政
は
一
九
六
〇
年
の
段
階
で
、「
恐
山

の
イ
タ
コ
」
を
観
光
資
源
と
捉
え
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。 

 

こ
う
し
た
姿
勢
に
変
化
が
生
じ
る
の
は
、
一
九
六
三
年
発
行
の
『
あ
お
も
り
１
９
６
３
』
（
青
森
県
・
青
森
県
観
光
連
盟
）
か
ら
で
あ
る
。
『
あ
お
も
り
』
は

県
内
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
や
行
事
、
名
産
の
紹
介
を
目
的
に
作
成
さ
れ
た
冊
子
で
、
青
森
県
立
図
書
館
の
所
蔵
を
見
る
限
り
、
一
九
六
三
年
以
降
も
版
を
改
め
て

何
度
か
刊
行
さ
れ
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
一
九
七
二
年
一
月
発
行
版
の
巻
頭
言
（
竹
内
俊
吉
青
森
県
知
事
）
に
付
さ
れ
た
英
訳
や
、
冒
頭
に
置
か
れ
た
「A

o
m

o
r
i 

w
e

lc
o

m
e

s
 y

o
u

!

」
の
一
文
よ
り
判
断
し
て
、
『
あ
お
も
り
』
は
国
外
か
ら
の
来
客
も
視
野
に
、
広
く
県
外
か
ら
の
来
訪
者
を
想
定
し
て
作
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
で

あ
っ
た
よ
う
だ
。 

 

ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
重
き
を
置
く
本
誌
は
、
非
常
に
多
く
の
写
真
を
使
用
し
た
紙
面
作
り
を
行
っ
て
い
る
。『
あ
お
も
り
１
９
６
３
』
の
場
合
、
恐
山
に
つ
い
て
は

二
枚
の
写
真
を
収
め
て
い
る
の
だ
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
う
ち
の
一
枚
の
写
真
が
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
を
当
地
の
風
景
と
し
て
映
し
出
し
て
い
る
点

で
あ
る
（
写
真

7
‐

2
）
。
こ
こ
に
き
て
、
県
は
つ
い
に
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
に
価
値
を
見
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
、
恐
山
の
Ｐ
Ｒ
で
イ
タ
コ
を
持
ち
出
す
の
が
初
め
て
だ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
写
真
に
は
「
い
た
こ
」
と
い
う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
以
外
、
特
に
説

明
文
等
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
先
述
の
と
お
り
、『
あ
お
も
り
』
は
県
外
か
ら
の
来
訪
者
、
換
言
す
れ
ば
、
イ
タ
コ
文
化
を
担
う
地
域
社
会
の
〝
外
〟
に
位
置
し 
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写真 7‐1 「恐山霊場の納骨堂」と霊場の全景  

 

写真 7‐2 「いたこ」  



172 

 

た
人
々
を
念
頭
に
作
ら
れ
た
冊
子
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
い
た
こ
」
の
名
称
が
説
明
も
無
し
に
使
用
さ
れ
て
い
る
状
況
は
、
既
に
当
時
、
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
が

全
国
の
人
々
に
認
知
さ
れ
て
い
た
状
況
を
物
語
っ
て
い
る
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
実
際
、《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
は
一
九
六
三
年
の

段
階
で
、
「
い
つ
も
盆
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
近
ご
ろ
き
ま
っ
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
脚
光
を
あ
び
る
も
の
に
恐
山
の
ミ
コ
イ
チ
が
あ
る
」
７

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の

知
名
度
を
獲
得
し
て
い
た
。「
一
九
六
三
年
」
と
い
う
転
換
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
先
行
し
た
イ
メ
ー
ジ
形
成
と
、
県
行
政
に
よ
る
既
成

イ
メ
ー
ジ
の
摂
取
と
い
う
構
図
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。 

『
あ
お
も
り
１
９
６
３
』
を
境
に
、
青
森
県
の
描
く
〈
恐
山
〉
像
に
は
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
「
イ
タ
コ
」
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
一
九

六
八
年
七
月
号
の
『
県
政
の
あ
ゆ
み
』
で
は
、
「
青
森
県
の
観
光
地
」
と
し
て
再
度
「
恐
山
県
立
公
園
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
「
イ
タ
コ
」
の
イ
の
字
も
な

か
っ
た
一
九
六
〇
年
八
月
号
と
は
対
照
的
に
、
こ
こ
で
は
当
地
を
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
で
知
ら
れ
る
恐
山
の
地
蔵
堂
」
と
記
述
す
る
に
至
っ
て
い
る
。 

 

宇
曽
利
湖
の
北
岸
に
は
間
け
つ
泉
・
噴
気
孔
、
温
泉
が
あ
り
、
そ
の
数
二
十
に
お
よ
ぶ
。
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
で
知
ら
れ
る
恐
山
の
地
蔵
堂
が
こ
こ
に
あ
る 

 

地
蔵
堂
は
、
比
叡
、
高
野
と
と
も
に
日
本
三
大
霊
場
の
ひ
と
つ
で
、
茲
覚
大
師
が
開
祖
で
あ
る 

死
者
の
霊
魂
が
み
な
こ
の
山
に
集
ま
る
と
い
わ
れ
、

毎
年
七
月
二
十
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
行
な
わ
れ
る
祭
典
に
は
、
イ
タ
コ
が
た
く
さ
ん
集
ま
り
、
県
内
は
も
ち
ろ
ん
、
遠
く
関
西
方
面
か
ら
も
参
詣
者
が

来
て
に
ぎ
わ
う
。
［
頁
な
し
］ 

  

さ
ら
に
、
一
九
七
二
年
一
月
発
行
の
『
あ
お
も
り
』
に
な
る
と
、「
恐
山
」
の
項
目
は
も
と
よ
り
、
巻
頭
に
付
さ
れ
た
竹
内
俊
吉
青
森
県
知
事
（
当
時
）
の
挨

拶
に
も
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。 

  
 

 

む
つ
湾
を
か
か
え
て
右
に
下
北
半
島
、
左
に
津
軽
半
島
、
そ
れ
に
曲
折
の
多
い
海
岸
線
と
県
中
央
を
走
る
奥
羽
山
系
の
突
端
と
い
う
地
形
の
特
異
性
か

ら
、
他
に
見
ら
れ
な
い
自
然
景
観
が
随
所
に
展
開
し
て
い
る
の
が
本
県
の
特
色
で
あ
り
ま
す
。
（
中
略
） 

ま
た
夏
の
夜
を
い
ろ
ど
る
青
森
、
弘
前
の
ネ
ブ
タ
や
恐
山
の
イ
タ
コ
な
ど
の
民
俗
行
事
と
数
々
の
民
謡
、
そ
し
て
り
ん
ご
、
ほ
た
て
、
青
森
銘
酒
な
ど
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ふ
る
さ
と
の
味
も
ま
た
豊
富
で
あ
り
ま
す
。 

 

な
お
、
『
あ
お
も
り
１
９
６
３
』
の
巻
頭
言
「
青
森
県
の
あ
ら
ま
し
」
で
紹
介
さ
れ
て
い
た
行
事
は
、
「
え
ん
ぶ
り
」
「
ね
ぶ
た
」
「
お
山
参
詣
」
の
三
種
で
あ

っ
た
。
こ
の
点
に
鑑
み
れ
ば
、
竹
内
知
事
の
挨
拶
に
は
、
県
行
政
の
内
部
に
お
け
る
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
に
対
す
る
観
光
的
な
価
値
評
価
の
変
化
を
窺
う
こ
と

が
出
来
よ
う
。
加
え
て
、
同
誌
の
「
恐
山
大
祭
」
の
項
目
で
は
、
大
祭
を
象
徴
す
る
光
景
と
し
て
、
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
を
大
々
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
（
写
真

7

‐

3
）
。 

以
後
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
『
あ
お
も
り
』
、
一
九
七
四
・
七
五
年
の
『
青
森
県
観
光
便
覧
』
、
一
九
八
二
年
の
『
あ
お
も

り
の
旅
』
（
青
森
県
監
修
、
青
森
県
観
光
連
盟
発
行
）
、
一
九
八
四
年
の
『
青
森
県
観
光
要
覧
』
、
一
九
八
八
年
の
『
青
森
県
観
光
要
覧

`88
』
（
青
森
県
商
工
労
働

部
観
光
課
、
青
森
県
観
光
連
盟
発
行
）
に
は
、
い
ず
れ
も
「
恐
山
」
の
項
目
に
イ
タ
コ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。 

こ
う
し
た
状
況
か
ら
は
、
高
い
認
知
度
を
誇
る
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
を
「
観
光
推
進
」
の
観
点
か
ら
内
面
化
す
る
こ
と
で
、
自
己
の
中
に
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」

と
い
う
新
た
な
観
光
資
源
を
〝
発
見
〟
し
、
こ
れ
を
対
外
的
に
発
信
し
て
い
っ
た
青
森
県
の
姿
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。 

 

第
三
節 

む
つ
市
の
刊
行
物
に
見
る
イ
メ
ー
ジ
受
容
と
再
生
産 

  

そ
れ
で
は
、
恐
山
を
管
内
に
擁
す
る
も
う
一
つ
の
地
方
自
治
体
、
む
つ
市
の
場
合
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
む
つ
市
は
、
一
九
五
九
年
に
下
北
郡
田
名
部
町
と

大
湊
町
と
の
合
併
で
生
じ
た
大
湊
田
名
部
市
が
、
一
九
六
〇
年
に
名
称
を
改
め
る
こ
と
で
誕
生
し
た
市
で
あ
る
。
な
お
、
恐
山
は
旧
田
名
部
町
の
吉
祥
山
円
通

寺
に
付
随
す
る
と
の
理
由
か
ら
、
行
政
上
、
む
つ
市
の
管
轄
下
に
置
か
れ
て
き
た
が
、
周
辺
区
域
は
旧
大
畑
町
の
帰
属
地
で
あ
っ
た
た
め
、
二
〇
〇
五
年
に
同

町
を
合
併
す
る
ま
で
は
「
飛
地
」
の
扱
い
で
あ
っ
た
。 

同
市
は
市
制
の
始
ま
っ
た
一
九
六
〇
年
以
来
、
「
新
市
と
し
て
発
展
途
上
に
あ
る
本
市
の
概
要
を
一
般
に
お
伝
え
す
る
と
と
も
に
広
く
各
方
面
に
む
つ
市
の

実
情
を
紹
介
す
る
目
的
」
８

で
、
『
む
つ
市
勢
要
覧
』
（
名
称
は
年
度
に
よ
っ
て
若
干
異
な
る
）
と
題
し
た
冊
子
を
継
続
的
に
編
纂
し
て
き
た
。
本
節
で
は
こ
の
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テ
ク
ス
ト
を
通
じ
て
、
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
に
対
す
る
む
つ
市
の
動
向
を
確
認
し
て
い
く
。 

 

ま
ず
、
刊
行
年
の
最
も
古
い
も
の
と
し
て
は
、
市
制
施
行
一
周
年
を
記
念
し
て
一
九
六
〇
年
に
発
行
さ
れ
た
『
む
つ
市
勢
要
覧
１
９
６
０
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。

下
北
地
方
の
一
大
観
光
拠
点
で
あ
る
恐
山
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
む
つ
市
の
観
光
政
策
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
占
め
て
き
た
。
当
市
が

『
む
つ
市
勢
要
覧
１
９
６
０
』
で
恐
山
に
見
出
し
て
い
る
観
光
的
な
価
値
、
そ
れ
は
「
近
代
」
に
対
置
さ
れ
る
幽
境
性
と
温
泉
で
あ
る
。
霊
場
の
遠
景
と
宇
曽

利
湖
の
写
真
（
写
真

7
‐

4
）
と
共
に
掲
載
さ
れ
た
解
説
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

 

日
本
三
大
霊
場
の
一
つ
恐
山
は
騒
音
と
繁
忙
の
中
に
生
活
す
る
近
代
人
に
と
っ
て
俗
塵
を
越
し
た
仏
果
の
顕
然
た
る
様
相
は
あ
こ
が
れ
の
地
で
あ
り
、
い

こ
い
の
場
所
で
あ
り
ま
す
。
（
中
略
） 

 
 

日
本
三
大
霊
場
の
恐
山
（
田
名
部
駅
よ
り
バ
ス
で

50
分
）
は
貞
観
４
年
（
８
８
０
年
）
慈
覚
大
師
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
と
言
わ
れ
、
そ
の
俗
塵
を
離
れ
た

境
内
に
は
古
滝
の
湯
，
冷
の
湯
，
花
染
の
湯
な
ど
の
温
泉
が
湧
出
し
、
喧
噪
の
中
に
生
活
す
る
近
代
人
の
あ
こ
が
れ
の
地
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

市
町
村
を
包
括
す
る
広
域
の
地
方
自
治
体
で
あ
る
県
に
対
し
、
よ
り
地
域
に
密
着
し
た
行
政
を
司
る
む
つ
市
は
、
県
以
上
に
恐
山
の
状
況
を
把
握
し
て
い
た

こ
と
だ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
に
つ
い
て
も
、
そ
の
存
在
を
認
識
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
だ
が
、
一
九
六
〇
年
の
時
点
で
、
む
つ
市
が
「
恐

山
の
イ
タ
コ
」
を
観
光
資
源
と
捉
え
て
い
る
様
子
は
無
い
。 

 

こ
う
し
た
状
況
に
変
化
が
生
じ
る
の
は
、
一
九
六
三
年
刊
行
の
『
む
つ
市
勢
要
覧
１
９
６
３
』
か
ら
で
あ
る
。
本
誌
で
は
、「
イ
タ
コ
の
口
寄
」
を
主
要
行
事

の
一
つ
と
見
な
し
た
う
え
で
「
恐
山
祭
典
」
に
並
置
し
、「
毎
年
７
月
２
０
日
か
ら
２
４
日
ま
で
開
催
さ
れ
、
イ
タ
コ
の
口
寄
が
行
な
わ
れ
る
。
口
寄
と
は
巫
女

が
死
者
の
こ
と
ば
を
生
者
の
依
頼
で
伝
え
る
こ
と
を
い
う
」
９

と
の
説
明
を
付
し
て
い
る
。
ま
た
、
恐
山
に
関
す
る
写
真
も
数
枚
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

う
ち
の
一
枚
は
「
霊
媒
者
の
口
寄
せ
」
と
題
し
て
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
を
映
し
出
し
て
い
る
。
以
降
、
一
九
六
〇
年
代
に
刊
行
さ
れ
た
『
む
つ 

昭
和
４
１
年
版
』

（
一
九
六
五
年
）
と
『
む
つ
市
勢
要
覧 

１
９
６
７
年
版
』
（
一
九
六
七
年
）
に
は
、
い
ず
れ
も
「
恐
山
」
の
項
目
に
イ
タ
コ
（
と
思
し
き
宗
教
者
）
の
写
真
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
（
写
真

7
‐

5
、
写
真

7
‐

6
、
写
真

7
‐

7
）
。 
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写真 7‐3 『あおもり』（1972 年 1 月）に掲載された写真  

 

写真 7‐4 「霊場恐山」  
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写真 7‐5 『むつ  昭和 41 年版』の写真  

 

写真 7‐6 『むつ市勢要覧 1967 年版』 

 

写真 7‐7 『むつ市勢要覧 1967 年版』  
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「
一
九
六
三
年
」
と
い
う
転
換
時
期
の
持
ち
得
る
〝
意
味
〟
に
つ
い
て
は
、
前
節
で
既
に
述
べ
た
。
む
つ
市
と
県
行
政
と
が
連
携
を
図
っ
て
い
な
い
と
す
れ

ば
、
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
を
め
ぐ
る
行
政
対
応
の
符
合
は
、
同
時
代
的
な
社
会
状
況
の
作
用
、
す
な
わ
ち
「
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
ブ
ー
ム
」
に
対
す
る
両
自
治
体

の
応
答
と
解
す
の
が
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
県
と
同
様
、
む
つ
市
の
場
合
も
、
や
は
り
当
時
抜
群
の
知
名
度
を
誇
っ
て
い
た
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
を
、
観

光
資
源
の
開
発
に
援
用
し
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
後
押
し
す
る
の
が
、
一
九
六
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
む
つ
市
勢
要
覧 

１
９
６
７
年
版
』
で
あ
る
。 

本
誌
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
観
光
案
内
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
水
上
勉
の
「
下
北
を
憶
う
」
と
題
し
た
文
章
で
あ
る
。
言
わ
ず
と
知
れ
た
小
説
家
で
あ
る
水

上
は
、
一
九
六
一
年
に
『
雁
の
寺
』
で
直
木
賞
を
受
賞
し
て
か
ら
二
〇
〇
四
年
に
没
す
る
ま
で
の
間
に
、
数
々
の
作
品
を
世
に
送
り
出
し
て
き
た
。
そ
う
し
た

水
上
の
代
表
作
の
一
つ
と
さ
れ
る
の
が
、
津
軽
海
峡
や
下
北
半
島
を
舞
台
と
し
た
小
説
「
飢
餓
海
峡
」
で
あ
る
。
本
作
は
『
週
刊
朝
日
』
一
九
六
二
年
一
月
五

日
号
か
ら
一
二
月
二
八
日
号
ま
で
連
載
さ
れ
た
後
、
一
九
六
三
年
に
加
筆
版
の
単
行
本
が
刊
行
さ
れ
、
一
九
六
五
年
に
は
三
國
連
太
郎
主
演
で
映
画
も
制
作
さ

れ
た
。 

第
二
章
で
も
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
よ
う
に
、
「
飢
餓
海
峡
」
を
め
ぐ
る
前
掲
の
作
品
群
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
生
じ
た
「
《
イ
タ
コ
》
ブ
ー
ム
」
の
潮
流
に

与
す
る
も
の
で
あ
る
。「
飢
餓
海
峡
」
に
は
、
小
説
版
・
映
画
版
い
ず
れ
に
も
恐
山
の
イ
タ
コ
の
存
在
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
佐
治
靖
は
、「
こ

の
小
説
が
、
イ
タ
コ
と
い
う
盲
目
の
巫
女
の
存
在
を
、
広
く
世
に
知
ら
し
め
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
当
時
す
で
に
、
小

説
の
素
材
に
加
わ
る
ほ
ど
、「
イ
タ
コ
」
目
当
て
に
、
夏
の
大
祭
に
は
恐
山
を
訪
れ
る
参
詣
者
が
増
加
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
、
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
」
１
０

と

の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
桜
井
徳
太
郎
も
、
衰
退
の
途
に
あ
っ
た
イ
タ
コ
が
一
九
六
〇
年
代
に
復
活
の
兆
し
を
見
せ
た
要
因
に
言
及
す
る
中
で
、「
水
上

勉
氏
の
作
品
『
飢
餓
海
峡
』
（
『
週
刊
朝
日
』
に
連
載
）
が
映
画
化
さ
れ
て
か
ら
急
に
脚
光
を
あ
び
て
き
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
１
１

と
語
っ
て
い
る
。 

『
む
つ
市
勢
要
覧 

１
９
６
７
年
版
』
は
、
決
し
て
「
イ
タ
コ
」
を
全
面
に
押
し
出
し
た
紙
面
構
成
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
佐
治
や
桜
井

の
指
摘
す
る
「
飢
餓
海
峡
」
と
い
う
作
品
の
影
響
力
に
照
ら
せ
ば
、
水
上
の
文
章
を
付
し
た
当
該
テ
ク
ス
ト
が
、
一
九
六
五
年
公
開
の
映
画
を
受
け
て
作
成
さ

れ
て
い
る
可
能
性
は
非
常
に
高
い
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
状
況
よ
り
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
大
衆
文
化
の
動
向
を
意
識
し
、
そ
れ
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
活

用
し
て
い
た
、
む
つ
市
の
観
光
資
源
開
発
に
対
す
る
姿
勢
で
あ
る
。 

 

一
九
七
〇
年
一
二
月
に
は
、
旧
東
津
軽
郡
蟹
田
町
で
民
間
宗
教
者
（
カ
ミ
サ
マ
）
の
お
告
げ
を
信
じ
た
母
親
が
息
子
を
殺
害
す
る
事
件
が
発
生
し
、
全
国
紙
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が
こ
れ
を
「
イ
タ
コ
信
仰
、
息
子
を
殺
す
」
と
報
じ
た
こ
と
で
１
２

、
《
イ
タ
コ
》
に
は
再
度
「
迷
信
」
の
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
事

件
か
ら
約
半
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
む
つ
市
勢
概
要 

１
９
７
１
年
版
』
（
一
九
七
一
年
七
月
）
で
は
、
従
来
通
り
「
恐
山
」
の
項
目
で
「
「
イ
タ
コ
」
と
呼
ば

れ
る
巫
女
」
を
紹
介
し
て
お
り
、
事
件
の
影
響
は
特
に
見
受
け
ら
れ
な
い
。
翌
年
の
『
市
勢
要
覧 

む
つ
』（
一
九
七
二
年
）
が
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
を
扱
っ
て

い
な
い
た
め
、
印
刷
時
期
の
関
係
で
影
響
が
連
れ
込
ん
だ
と
の
推
測
も
成
り
立
つ
が
、
一
九
七
二
年
版
を
除
け
ば
、
一
九
六
三
年
か
ら
一
九
七
五
年
の
『
む
つ

市
勢
概
要 

１
９
７
５
年
版
』
に
至
る
ま
で
、
「
恐
山
」
の
項
目
に
イ
タ
コ
は
登
場
し
続
け
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
、
観
光
資
源
と
し
て
再
発
信
し
て
き
た
当
市
で
あ
る
が
、
県
に
比
し
て
地
域
と
の
距
離
が
近
い
分
、

「
俗
化
」
に
反
対
す
る
円
通
寺
側
の
主
張
を
無
視
す
る
こ
と
も
出
来
ず
、
そ
こ
に
葛
藤
の
生
じ
て
い
た
こ
と
は
、
観
光
資
源
保
護
財
団
の
報
告
書
（
一
九
七
七

年
）
に
記
載
さ
れ
た
、
む
つ
市
商
工
観
光
課
担
当
者
の
コ
メ
ン
ト
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

大
祭
参
加
へ
の
い
き
さ
つ
は
ど
う
あ
れ
、
一
般
に
は
恐
山
＝
イ
タ
コ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
き
っ
て
い
る
。
も
し
も
今
恐
山
か
ら
イ
タ
コ
が
消
え
れ

ば
、
恐
山
へ
来
る
観
光
客
は
半
減
し
て
市
は
大
き
な
打
撃
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
恐
山
を
Ｐ
Ｒ
す
る
際
、
イ
タ
コ
が
な
く
て
は
効
果
が
半

減
し
て
し
ま
う
。
偽
イ
タ
コ
は
何
と
か
し
て
取
り
締
ま
り
た
い
と
考
え
て
い
る
が
…
…
１
３ 

 

そ
し
て
、
こ
の
発
言
と
の
関
係
は
定
か
で
な
い
も
の
の
、
一
九
七
七
年
刊
行
の
『
む
つ
市
勢
要
覧 

`77
』
を
境
に
、
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
は
『
む
つ
市
勢
要

覧
』
か
ら
姿
を
消
す
。
続
く
『
む
つ 

昭
和
５
４
年
』
（
一
九
七
九
年
）
、
『
む
つ
市
勢
要
覧 

１
９
８
２
』
（
一
九
八
二
年
）
、
『
む
つ
市
勢
要
覧 

１
９
８
６
』

（
一
九
八
六
年
）
、
『
む
つ
市
勢
要
覧 

１
９
８
９
』
で
は
、
い
ず
れ
も
「
恐
山
」
の
項
目
に
イ
タ
コ
は
一
切
登
場
し
て
い
な
い
。
起
点
と
な
る
『
む
つ
市
勢
要

覧 

`77
』
に
着
目
し
た
場
合
、
本
誌
で
は
観
光
案
内
を
「
春
／
夏
／
秋
／
冬
」
の
四
季
ご
と
に
行
っ
て
お
り
、
恐
山
を
「
紅
葉
の
名
所
」
と
し
て
「
秋
」
の
項

目
で
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
夏
季
の
大
祭
を
焦
点
化
し
て
き
た
従
来
の
在
り
方
を
考
え
れ
ば
、
大
き
な
変
化
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
秋
の
祭
典
時
に
も
イ

タ
コ
マ
チ
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
（
秋
の
祭
典
は
一
九
七
二
年
よ
り
開
始
）
、
そ
の
情
報
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
以
降
、『
む
つ
市
勢
要
覧 

１
９
８
６
』
ま
で
、

当
地
に
は
「
紅
葉
の
名
所
」
と
い
う
価
値
が
付
与
さ
れ
続
け
て
い
る
。 
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一
連
の
動
向
の
背
景
に
、
大
祭
と
イ
タ
コ
の
定
番
化
に
応
じ
た
恐
山
に
対
す
る
新
た
な
観
光
価
値
の
創
出
、
お
よ
び
夏
季
に
お
け
る
恐
山
以
外
の
観
光
資
源

の
開
拓
と
い
っ
た
要
因
の
介
在
す
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
と
は
言
え
、《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
を
め
ぐ
り
寺
院
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
／
イ
タ
コ
と
の
対
立
が
一
九

七
六
‐
七
七
年
に
表
面
化
し
て
い
る
点
に
鑑
み
れ
ば
、
先
に
指
摘
し
た
〝
葛
藤
〟
が
右
の
よ
う
な
恐
山
像
産
出
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
は
否
め
な
い
。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
寺
院
と
の
距
離
と
い
う
点
で
も
、
観
光
客
の
増
減
に
よ
っ
て
受
け
る
影
響
の
点
で
も
、
む
つ
市
は
県
行
政
以
上
に
、《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
に

対
し
て
慎
重
な
判
断
を
迫
ら
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。 

 

第
四
節 

「
み
ち
の
く
の
神
秘 
地
獄
極
楽
恐
山
展
」 

 

青
森
県
と
む
つ
市
に
よ
る
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
刊
行
物
に
限
ら
ず
、
両
自
治
体
が
関
与
し
た
イ
ベ
ン
ト
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
出

来
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
一
九
七
三
年
に
読
売
新
聞
社
が
主
催
し
た
「
み
ち
の
く
の
神
秘 

地
獄
極
楽
恐
山
展
」
（
以
下
、
「
恐
山
展
」
と
略
記
）
で

あ
る
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
東
京
上
野
の
松
坂
屋
で
一
九
七
三
年
三
月
一
五
日
か
ら
二
一
日
ま
で
の
一
週
間
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
も
の
で
、
首
都
圏
の
人
々

を
対
象
に
重
要
文
化
財
で
あ
る
地
獄
草
紙
断
簡
や
冥
府
十
王
図
、
閻
魔
王
坐
像
、
三
途
川
姥
と
い
っ
た
恐
山
ゆ
か
り
の
「
秘
宝
」
、
一
三
〇
点
あ
ま
り
が
公
開
さ

れ
た
。 

写
真

7
‐

8
は
、
「
恐
山
展
」
開
催
前
日
の
『
読
売
新
聞
（
夕
刊
）
』
に
掲
載
さ
れ
た
広
告
で
あ
る
。
紙
面
中
央
に
写
真
の
載
せ
ら
れ
て
い
る
状
況
か
ら
判
断

し
て
、
本
展
の
〝
目
玉
〟
と
な
る
出
品
物
は
「
聖
観
音
坐
像
」
「
十
一
面
観
音
立
像
」
「
地
獄
草
紙
断
簡
」
の
三
点
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
限
ら
れ
た
紙
面
に
お
け

る
写
真
の
使
用
は
、
製
作
側
の
被
写
体
に
認
め
る
価
値
の
大
き
さ
を
物
語
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
左
上
の
隅
に
別
枠
で
配
置
さ
れ
た
人
物
の
写
真
で

あ
る
（
写
真

7
‐

9
）
。
写
真
の
下
に
は
、
次
の
文
章
が
付
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
口
寄
せ
巫
女
が
あ
や
つ
る
特
異
な
宗
教
現
象
を
ご
紹
介
」 

巫
女
の
祈
と
う
に
よ
っ
て
霊
魂
を
招
き
巫
女
の
口
か
ら
そ
の
心
を
伝
え
ま
す 
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お
申
し
込
み
受
付
（
会
場
入
口
） 

●
毎
日
先
着
７
０
名
様 

●
１
件
に
つ
き
１
，
０
０
０
円 

  

こ
の
文
章
よ
り
浮
上
す
る
の
は
、「
恐
山
展
」
が
物
品
の
展
示
と
共
に
、「
霊
魂
を
招
き
巫
女
の
口
か
ら
そ
の
心
を
伝
え
」
る
「
特
異
な
宗
教
現
象
」
、
す
な
わ

ち
、
イ
タ
コ
に
よ
る
口
寄
せ
の
実
演
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
写
真
の
人
物
は
、
招
か
れ
た
イ
タ
コ
な
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
本
展
が
発
信
し
た

〈
恐
山
〉
像
に
お
い
て
、
「
イ
タ
コ
」
は
主
要
構
成
要
素
の
一
つ
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
う
し
た
イ
タ
コ
重
視
の
姿
勢
を
最
も
端
的
に
示
す
の
は
、
そ
の
開
催
趣
旨
に
他
な
ら
な
い
。
左
の
引
用
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
地
獄
極
楽 

恐
山
展
』
の

冒
頭
に
記
さ
れ
た
「
ご
あ
い
さ
つ
」
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
１
４

。
こ
こ
に
は
、
表
題
に
も
な
っ
て
い
る
「
地
獄
極
楽
」
と
い
う
宗
教
文
化
の
回
顧
に
も
ま
し
て
〝

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
紹
介
〟
に
重
き
を
置
く
、
主
催
者
側
の
主
眼
の
在
り
様
を
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
は
付
加
的
要
素
な
ど
で
は

な
く
、
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
〝
出
品
物
〟
の
一
つ
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。 

 

高
野
山
・
比
叡
山
と
と
も
に
日
本
三
大
霊
場
の
一
つ
で
あ
る
〝
恐
山
〟
は
本
州
の
最
北
端
―
青
森
県
下
北
半
島
に
あ
り
、
現
世
に
お
け
る
地
獄
・
極
楽

の
縮
図
と
い
わ
れ
、
ま
た
死
霊
の
あ
つ
ま
る
霊
地
と
し
て
古
く
か
ら
多
く
の
人
た
ち
の
信
仰
を
あ
つ
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
特
異
な
風
習
や
民
俗

資
料
が
山
中
深
く
秘
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

本
展
は
恐
山
に
伝
わ
る
各
種
の
信
仰
・
民
俗
資
料
を
中
心
に
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
特
異
な
宗
教
現
象
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
（
口
寄
せ
巫
女
）
を
紹
介
し
、

あ
わ
せ
て
善
悪
応
報
思
想
の
底
流
と
し
て
、
わ
が
国
の
美
術
・
文
化
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
宗
教
の
原
点
と
も
い
え
る
〝
死
後
の
世
界
〟
―
〝
地

獄
・
極
楽
〟
信
仰
の
跡
を
貴
重
な
文
化
遺
産
を
通
じ
て
ふ
り
か
え
ろ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
［
頁
な
し
］ 

 
 

加
え
て
、
当
該
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
の
大
家
で
あ
る
桜
井
徳
太
郎
が
文
章
を
寄
せ
て
い
る
。
他
に
美
術
評
論
家
の
中
村
溪
男
も
寄

稿
し
て
い
る
が
、
中
村
が
紙
面
量
に
し
て
約
二
頁
分
の
執
筆
で
あ
る
の
に
対
し
、
桜
井
は
八
頁
半
に
も
わ
た
る
文
章
を
執
筆
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
約
四
頁 
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写真 7‐8 「恐山展」の広告  

 

写真 7‐9 拡大図  
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分
が
イ
タ
コ
の
記
述
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
写
真
こ
そ
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
展
覧
会
の
縮
図
と
も
言
え
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
少
な
か
ら
ぬ
紙
面
を
占

め
て
い
た
の
は
、
紛
れ
も
な
く
「
イ
タ
コ
」
で
あ
っ
た
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
首
都
圏
の
人
々
を
対
象
に
開
催
さ
れ
た
「
恐
山
展
」
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
前
面
に
押
し
出
し
た
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
本
論
と
の
関
係
で
と
り
わ
け
注
視
さ
れ
る
の
は
、
当
展
の
後
援
を
務
め
た
「
青
森
県
」
と
「
む
つ

市
」
の
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
展
の
あ
り
方
と
は
、《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
に
よ
っ
て
集
客
を
望
む
主
催
者
と
、
観
光
資
源
と
し
て
の
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」

を
Ｐ
Ｒ
し
た
い
後
援
者
と
の
思
惑
が
合
致
し
た
結
果
と
し
て
解
さ
れ
よ
う
。 

「
恐
山
展
」
が
自
治
体
の
観
光
Ｐ
Ｒ
と
決
し
て
無
縁
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
同
期
間
に
同
じ
フ
ロ
ア
で
開
催
さ
れ
て
い
た
企
画
展
が
、
青
森
県
・
県
内
八
市
・

青
森
県
物
産
協
会
他
を
主
催
者
と
す
る
「
青
森
県
の
物
産
と
観
光
展
」
で
あ
っ
た
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
写
真

7
‐

10
の
下
部
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
先
に
挙
げ
た
「
恐
山
展
」
の
広
告
に
は
、
「
青
森
県
の
物
産
と
観
光
展
」
の
告
知
が
併
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
恐
山
展
」
と
同
フ
ロ
ア
の

催
事
場
で
は
「
民
芸
・
雑
貨
」
の
実
演
と
即
売
、
地
下
の
食
品
催
事
場
で
は
食
品
関
連
の
実
演
と
立
食
が
行
わ
れ
、
こ
こ
に
は
特
設
で
観
光
案
内
所
が
設
け
ら

れ
た
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。 

「
み
ち
の
く
の
神
秘 

地
獄
極
楽
恐
山
展
」
か
ら
は
、
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
に
観
光
的
価
値
を
認
め
、
積
極
的
に
活
用
す
る
青
森
県
・
む
つ
市
の
姿
を
窺
い

知
る
こ
と
が
出
来
る
と
同
時
に
、
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
が
有
し
て
い
た
集
客
力
の
大
き
さ
と
い
う
も
の
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。 

 

第
五
節 

結
語 

 
 

本
章
で
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
以
外
の
情
報
発
信
者
に
よ
る
《
イ
タ
コ
》
の
二
次
的
な
利
用
の
様
相
を
、
「
観
光
」
に
焦
点
を
当
て
て
確
認
し
て
き
た
。
こ

こ
で
は
、
「
観
光
」
の
担
い
手
と
し
て
地
方
自
治
体
を
取
り
上
げ
た
わ
け
だ
が
、
「
青
森
県
」
と
「
む
つ
市
」
に
見
た
状
況
は
、
お
そ
ら
く
、
民
間
の
業
者
に
も

同
様
に
確
認
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
表
象
受
容
者
の
民
俗
文
化
領
域
へ
の
参
入
、
換
言
す
れ
ば
、
恐
山
や
イ
タ
コ
と
い
っ
た
表
象
客
体
と
「
大
衆
」
と
の

〝
出
会
い
〟
を
促
し
た
の
は
、
間
違
い
な
く
「
観
光
」
の
担
い
手
達
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
で
、
民
間
の
担
い
手
と
異
な
り
、
自
治
体
の
生
み
出
し
た
表
象
が
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「
公
」
の
色
彩
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
は
、
今
一
度
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
青
森
県
と
む
つ
市
に
よ
る
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
の
受
容
と
再
生
産
と
は
、
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
の
生
成
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
、
行
政
が
「
公
認
」
を
与
え
る
行
為
で
も
あ
っ
た
。
行
政
が
一
定
の
権
力
を
有
す
る
主
体
で
あ
る
点
に
鑑
み
れ
ば
、

こ
の
行
為
の
持
つ
意
味
が
、
決
し
て
過
小
評
価
さ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

な
お
、
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
の
有
す
る
知
名
度
の
高
さ
を
考
え
た
場
合
、
こ
の
表
象
に
集
客
以
外
の
価
値
を
見
出
し
、
自
ら
の
文
脈
に
お
い
て
利
用
し
た
ケ

ー
ス
は
、
多
々
存
在
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
写
真

7
‐

12
、
写
真

7
‐

13
、
写
真

7
‐

14
は
、
い
ず
れ
も
、
下
北
地
方
で
活
動
す
る
企
業
お
よ
び
団
体
に
よ

っ
て
制
作
さ
れ
た
ア
イ
テ
ム
で
あ
る
。
駅
の
記
念
ス
タ
ン
プ
、
バ
ス
の
記
念
乗
車
券
、
観
光
Ｐ
Ｒ
用
の
看
板
、
こ
れ
ら
の
ア
イ
テ
ム
が
地
域
外
部
の
ま
な
ざ
し

を
意
識
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
写
真

7
‐

15
は
大
湊
の
菓
子
店
で
販
売
さ
れ
て
い
る
「
く
ち
よ
せ
」
と
い
う
名
の
商
品
で
あ

る
が
、
業
務
と
「
観
光
」
が
直
結
す
る
前
者
と
は
や
や
性
格
を
異
に
す
る
も
の
の
、「
お
土
産
」
の
意
味
で
は
、
や
は
り
こ
ち
ら
も
、
外
部
の
ま
な
ざ
し
を
あ
る

程
度
意
識
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。 

以
上
の
例
に
お
い
て
、
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
に
価
値
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
は
、
「
観
光
」
と
同
様
、
場
所
と
の
結
び
付
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
ら
が
見
出

し
て
い
る
〝
価
値
〟
は
場
所
へ
の
集
客
で
は
な
く
、
む
し
ろ
〝
下
北
〟
と
い
う
土
地
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
価
値
で
あ
ろ
う
。 

 

恐
山
の
「
変
化
」
が
《
イ
タ
コ
》
と
の
関
係
で
語
ら
れ
る
際
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
の
は
「
恐
山
対
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
と
い
う
二
項
対
立
的
な
構
図
で
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
《
イ
タ
コ
》
の
流
通
は
、
決
し
て
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
の
み
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 
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写真 7-12 下北交通株式会社、大畑線（廃止）田名部駅スタンプ  

 

写真 7-13 国鉄バスの記念乗車券  
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写真 7-14 むつ市・下北観光協議会・むつ商工会議所が設置した大湊駅前  

の看板  

 

写真 7-15 エチゼンヤ「銘菓くちよせ」  
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１ 
観
光
資
源
保
護
財
団
編
『
観
光
資
源
調
査
報
告

V
O

L
.5

-2
 

さ
い
は
て
の
霊
場
恐
山
―
信
仰
と
観
光
の
接
点
を
探
る
―
』
観
光
資
源
保
護
財
団
、
一
九
七
七

年
、
三
三
頁
。 

２ 

高
松
敬
吉
『
巫
俗
と
他
界
観
に
関
す
る
民
俗
学
的
研
究
―
下
北
半
島
の
民
間
信
仰
―
』
伝
統
と
現
代
社
、
一
九
八
三
年
、
二
四
―
三
二
頁
。 

３ 

高
松
『
巫
俗
と
他
界
観
に
関
す
る
民
俗
学
的
研
究
』
、
二
五
頁
。
な
お
、
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
で
の
口
寄
せ
は
明
治
大
学
大
久
間
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
編
『
恐
山
総
合
研

究
』（
一
九
八
〇
年
）
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
一
九
七
九
年
ま
で
は
継
続
的
に
こ
の
取
り
組
み
が
実
施
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。 

４ 

観
光
資
源
保
護
財
団
編
『
観
光
資
源
調
査
報
告

V
O

L
.5

-2

』
、
四
頁
。 

５ 

観
光
資
源
保
護
財
団
編 

一
九
七
七
：
三
二
‐
三
三
頁
。 

６ 

「
下
北
半
島
各
観
光
地
の
入
込
者
数
の
推
移
」
に
関
し
て
は
、 

・
一
九
六
三
‐
七
四
年
：
む
つ
市
商
工
観
光
課
商
工
係
編
『
商
工
経
済
要
覧 

昭
和
４
９
年
度
』
（
む
つ
市
、
一
九
七
四
年
） 

・
一
九
七
五
‐
七
八
年
：
同
『
商
工
経
済
要
覧 

昭
和
５
４
年
度
』
（
同
、
一
九
八
〇
年
） 

を
参
照
。 

「
下
北
半
島
国
定
公
園
観
光
者
入
込
数
」
に
関
し
て
は
、 

・
一
九
七
九
‐
八
三
年
：
む
つ
市
商
工
観
光
課
商
工
係
編
『
商
工
経
済
要
覧 

昭
和
５
９
年
度
』
（
む
つ
市
、
一
九
八
四
年
） 

・
一
九
八
四
‐
八
七
年
：
同
『
商
工
経
済
要
覧 

昭
和
６
３
年
度
』
（
同
、
一
九
八
九
年
） 

を
参
照
。 

７ 

掘
一
郎
「
こ
の
世
と
あ
の
世
」
、
『
読
売
新
聞
（
朝
刊
）
』
一
九
六
三 

年
七
月
二
八 

日
付
。 

８ 

む
つ
市
役
所
企
画
室
『
む
つ
市
勢
要
覧 

１
９
６
３
』
む
つ
市
役
所
、
一
九
六
三
年
、
一
二
四
頁
。 

９ 

む
つ
市
役
所
企
画
室
『
む
つ
市
勢
要
覧 

１
９
６
３
』
、
一
一
三
頁
。 

１
０ 

佐
治
靖
「
イ
タ
コ
―
近
づ
く
終
焉
の
時
」
、
『
怪
』
二
〇
一
一
年
三
月
号
、
三
九
‐
四
〇
頁
。 

１
１ 

桜
井
徳
太
郎
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム 

上
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
、
一
〇
〇
頁
。 

１
２ 

「
イ
タ
コ
信
仰
、
息
子
を
殺
す
」
、
『
朝
日
新
聞
（
東
京
・
朝
刊
）
』
一
九
七
〇
年
一
二
月
九
日
付
。 

１
３ 

観
光
資
源
保
護
財
団
編
『
観
光
資
源
調
査
報
告

V
O

L
.5

-2

』
、
三
三
頁
。 

１
４ 

本
展
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
地
獄
極
楽 

恐
山
展
』
（
読
売
新
聞
社
、
一
九
七
三
年
）
は
、
国
会
図
書
館
に
も
所
蔵
が
確
認
さ
れ
る
。
本
章
の
執
筆
に
際
し
て

は
、
論
者
の
私
蔵
品
を
使
用
し
た
。 
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第
八
章 

表
象
の
消
費
と
恐
山
の
変
容 

―
『
東
奥
日
報
』
『
デ
ー
リ
ー
東
北
』
の
「
恐
山
大
祭
」
関
連
記
事
を
手
掛
か
り
と
し
て
― 

 

第
一
節 

問
題
の
所
在 

  

「
わ
れ
わ
れ
は
現
実
に
よ
っ
て
イ
メ
ジ
（
論
者
注
：im

a
g

e

）
を
確
か
め
る
の
で
は
な
く
、
イ
メ
ジ
に
よ
っ
て
現
実
を
確
か
め
る
た
め
に
旅
行
す
る
」
１

―
Ｄ
．

Ｊ
．
ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
が
こ
の
句
を
記
し
て
か
ら
、
既
に
半
世
紀
以
上
の
時
が
流
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
先
駆
的
な
問
題
提
起
が
、
近
現
代
に
お

け
る
「
旅
」
の
一
側
面
を
言
い
当
て
て
い
る
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
旅
行
ガ
イ
ド
や
旅
番
組
が
提
供
す
る
表
象
を
通
じ
て
旅
先
を
選
定

し
、
そ
の
表
象
を
求
め
て
（
再
確
認
す
る
た
め
に
）
現
地
を
訪
れ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
沖
縄
に
は
《
南
海
の
楽
園
》
で
あ
っ
て
欲
し
い
し
、
京
都
に
は
《
日
本

の
古
都
》
で
あ
っ
て
欲
し
い
わ
け
で
あ
る
２

。 

近
代
社
会
が
生
み
出
し
た
旅
は
「
観
光
」
と
呼
ば
れ
、
従
来
、
こ
こ
に
は
「
表
象
の
消
費
」
と
い
う
特
性
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
き
た
。
係
る
特
性
を
鑑
み

れ
ば
、
特
定
の
場
を
め
ぐ
る
表
象
の
成
立
と
は
―
そ
の
表
象
が
人
々
に
と
っ
て
魅
力
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
―
、
次
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
言

え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
客
体
と
な
っ
た
場
に
お
け
る
表
象
受
容
者
の
発
生
と
、
彼
ら
の
消
費
行
動
に
伴
う
場
の
変
容
で
あ
る
。 

ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
製
造
す
る
「
事
実
」
、
す
な
わ
ち
「
イ
メ
ジ
」
の
消
費
に
よ
っ
て
成
立
す
る
現
象
を
「
擬
似
イ
ベ
ン
ト
」
と
位
置
付
け
、

こ
れ
を
「
本
当
」
と
し
て
の
「
現
実
」
と
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
「
真
／
偽
」
と
い
う
二
分
法
は
区
域
内
の
差
異
や
通
時
的
変
化
を
覆
い
隠
し
、

そ
れ
が
あ
た
か
も
不
変
の
実
体
で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。 

だ
が
、
こ
こ
で
「
真
」
と
さ
れ
る
「
現
実
」
が
、
あ
く
ま
で
変
動
す
る
社
会
と
の
関
係
に
お
い
て
構
築
さ
れ
る
通
時
的
動
態
の
一
断
面
で
あ
る
こ
と
を
想
起

す
れ
ば
、
表
象
の
消
費
が
生
み
出
す
現
象
と
は
「
偽
」
で
は
な
く
、
新
た
な
社
会
状
況
の
到
来
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
新
た
な
現
実
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
が

妥
当
だ
ろ
う
。《
楽
園
ハ
ワ
イ
》
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
を
論
じ
た
山
中
速
人
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
現
実
と
は
や
や
ず
れ
て
形
成
さ
れ
た
対
象
物
の
イ
メ
ー
ジ
が
、

逆
に
そ
の
対
象
物
自
体
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
」
３

と
い
う
状
況
こ
そ
が
、
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
し
た
今
日
に
お
け
る
「
現
実
」
の
在
り
方
だ
と
言
え
る
。 
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以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
本
章
が
検
討
を
行
い
た
い
の
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
と
い
う
表
象
が
、

恐
山
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
で
あ
る
。 

《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
と
い
う
表
象
が
、
そ
の
受
容
者
の
存
在
を
介
し
て
恐
山
の
様
子
を
変
化
さ
せ
て
き
た
こ
と
は
、
先
行
研
究
の
指
摘
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。
例
え
ば
、
戦
後
の
恐
山
信
仰
研
究
を
牽
引
し
た
宗
教
学
者
の
楠
正
弘
は
「
マ
ス
コ
ミ
は
恐
山
信
仰
を
、
現
代
に
み
る
古
代
信
仰
、
原
始
信
仰
、
未
開
信
仰

と
主
張
し
た
り
、
恐
山
を
死
者
の
山
と
考
え
た
り
、
地
蔵
堂
を
イ
タ
コ
寺
と
伝
え
た
り
し
て
き
た
」
４

と
し
た
う
え
で
、
そ
の
影
響
下
で
生
じ
た
霊
場
の
変
容

を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。 

 

恐
山
信
仰
は
、
昭
和
二
〇
年
代
ま
で
、
比
較
的
純
粋
な
信
仰
の
部
類
に
属
し
て
い
た
が
、
昭
和
三
〇
年
頃
よ
り
、
マ
ス
コ
ミ
の
影
響
を
う
け
て
、
次
第

に
祭
り
の
形
態
が
く
ず
れ
は
じ
め
た
。
と
い
う
の
は
、
地
元
以
外
の
観
光
客
の
数
が
急
激
に
多
く
な
り
、
観
光
客
が
、
所
謂
信
仰
者
の
数
を
凌
駕
し
始
め

た
か
ら
で
あ
る
。
純
粋
な
意
味
で
の
祭
り
は
、
祭
り
の
参
加
者
が
信
仰
者
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
観
光
者
の
数
が
信
仰
者
の
数

を
圧
倒
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
祭
り
は
観
光
化
し
、
信
仰
者
の
参
拝
そ
の
も
の
が
、
観
光
財
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
５ 

  

し
か
し
、
上
記
の
よ
う
な
指
摘
の
大
半
は
「
霊
場
の
変
容
」
を
あ
く
ま
で
副
次
的
事
象
と
し
て
扱
う
研
究
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
問
題
を

主
要
課
題
に
据
え
た
研
究
で
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
の
普
及
を
受
け
た
来
訪
者
数
の
統
計
的
変
化
と
い
う
基
本
事
項
を

始
め
と
し
て
、
表
象
受
容
者
の
参
入
が
具
体
的
に
い
か
な
る
現
象
を
生
み
出
し
、
旧
来
の
霊
場
の
在
り
方
を
い
か
に
変
え
た
の
か
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
局

面
が
派
生
す
る
に
至
っ
た
の
か
等
、
詳
細
な
検
討
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
本
問
題
を
主
要
課
題
に
据
え
る
財
団
法
人
観
光
資
源
保
護
財
団
編
『
さ

い
は
て
の
霊
場
恐
山
―
信
仰
と
観
光
の
接
点
を
探
る
（
観
光
資
源
調
査
報
告

V
O

L
.5

-2

）
』
（
一
九
七
七
年
）
で
も
同
様
で
あ
る
。 

 

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
変
化
は
そ
れ
が
生
じ
る
前
段
階
の
状
態
が
明
確
で
な
け
れ
ば
論
じ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
よ
っ
て
、
恐
山
信
仰
の
実
態
解
明
が
戦
後
、

一
九
六
〇
年
代
以
降
に
本
格
化
し
た
事
実
に
鑑
み
れ
ば
６

、
多
く
の
先
行
研
究
が
「
霊
場
の
変
容
」
に
対
し
て
与
え
て
き
た
〝
副
次
的
〟
と
い
う
評
価
は
、
極

め
て
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
恐
山
信
仰
研
究
の
急
進
し
た
時
期
は
「
変
容
」
の
過
渡
期
と
重
な
っ
て
お
り
、
こ
の
点
が
当
該
事
象
の
探
究
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を
困
難
に
し
て
い
た
こ
と
も
確
か
だ
ろ
う
。 

だ
が
、
楠
の
記
述
を
含
む
多
く
の
言
及
か
ら
論
者
が
想
起
し
て
し
ま
う
の
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
媒
介
さ
れ
た
現
象
を
「
偽
物
」
と
見
な
す
ブ
ー
ア
ス
テ

ィ
ン
的
二
分
法
の
存
在
で
あ
る
。
仮
に
前
掲
の
研
究
状
況
の
背
景
に
こ
の
二
分
法
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
恐
山
の
「
現
実
」
か
ら
の
逃
走
だ
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
加
え
て
、
恐
山
の
よ
う
な
宗
教
性
を
有
す
る
場
に
二
分
法
が
持
ち
込
ま
れ
る
場
合
、「
真
／
偽
」
に
対
応
さ
せ
て
「
聖
／
俗
」
と
い
う
区
分
の
設
定

が
予
想
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
各
々
の
領
域
に
内
包
さ
れ
る
非
宗
教
性
／
宗
教
性
を
隠
匿
す
る
危
険
性
を
秘
め
て
い
る
。 

そ
こ
で
本
章
は
、
マ
ス･

メ
デ
ィ
ア
の
生
み
出
し
た
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
と
い
う
表
象
が
恐
山
に
も
た
ら
し
た
変
化
を
、
青
森
県
の
地
方
新
聞
で
あ
る
『
東

奥
日
報
』『
デ
ー
リ
ー
東
北
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
恐
山
大
祭
」
関
連
記
事
か
ら
探
っ
て
い
き
た
い
。
な
お
、
便
宜
上
の
理
由
か
ら
、
今
回
分
析
の
対
象
と
し
た
の

は
一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
期
間
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
は
以
後
、
今
日
に
至
る
ま
で
の
寺
と
イ
タ
コ
と
の
在
り
方
が
決
定
付
け
ら
れ
た
と
い
う
点
で
、
非
常
に

重
要
な
時
期
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
。 

 

第
二
節 

《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
の
普
及
と
来
訪
者
数
の
変
化 

  

表
象
受
容
者
の
参
入
に
伴
う
霊
場
の
変
化
を
分
析
す
る
に
先
立
ち
、
ま
ず
は
基
本
事
項
の
確
認
と
し
て
、
恐
山
に
関
す
る
統
計
的
な
デ
ー
タ
か
ら
「
マ
ス
コ

ミ
の
影
響
を
受
け
て
来
訪
者
が
増
え
た
」
と
い
う
定
説
の
検
討
を
行
っ
て
お
く
。 

青
森
県
企
画
部
（
総
務
部
）
統
計
課
編
『
青
森
県
統
計
年
鑑
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
県
内
主
要
観
光
地
観
光
客
数
の
推
移
」
に
着
目
す
れ
ば
、
戦
後
、
霊
場
を

含
む
「
恐
山
県
立
公
園
」
の
来
訪
者
数
が
急
激
に
増
え
始
め
る
の
は
一
九
六
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
（
【
表

8
‐

1
】
を
参
照
）
７

。
一
九
五
七
年
に
年
間
四
万

人
を
達
成
し
て
以
降
、
三
万
七
〇
〇
〇
人
（
一
九
五
八
年
）
、
三
万
六
〇
〇
〇
人
（
一
九
五
九
年
）
と
推
移
し
て
い
た
来
訪
者
数
は
、
一
九
六
〇
年
に
な
る
と
突

如
と
し
て
前
年
の
約
三
倍
に
あ
た
る
一
一
万
八
〇
〇
〇
人
ま
で
急
増
し
、
そ
の
後
も
順
調
に
数
を
伸
ば
し
た
結
果
、
一
九
六
四
年
に
は
二
〇
万
人
の
大
台
に
乗

っ
て
い
る
。 

さ
ら
に
一
九
六
八
年
七
月
に
は
、
恐
山
が
同
じ
く
下
北
半
島
に
位
置
す
る
薬
研･

仏
ヶ
浦
・
九
艘
泊
・
尻
屋
崎
・
大
間
崎
・
湯
の
川
と
共
に
「
下
北
半
島
国
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定
公
園
」
の
指
定
を
受
け
て
お
り
、
こ
の
出
来
事
が
当
地
に
さ
ら
な
る
集
客
力
を

生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
下
北
半
島
国
定
公
園
の
来
訪
者
数
は
、
指
定
初
年
の

年
間
五
六
万
三
〇
〇
〇
人
を
皮
切
り
に
飛
躍
的
な
伸
び
を
見
せ
、
指
定
か
ら
四
年

後
に
は
早
く
も
一
〇
〇
万
人
に
達
し
、
一
九
七
四
年
に
一
二
一
万
一
〇
〇
〇
人
を

記
録
す
る
ま
で
増
加
を
続
け
て
い
る
８

。 

こ
れ
ら
の
数
値
を
恐
山
県
立
公
園
の
数
値
と
直
接
比
較
す
る
こ
と
は
出
来
な
い

た
め
、
参
考
ま
で
に
む
つ
市
商
工
観
光
課
編
『
商
工
経
済
要
覧
』
の
「
下
北
半
島

各
観
光
地
の
入
込
者
数
の
推
移
」
を
取
り
上
げ
れ
ば
（
【
表

8
‐

1
】
に
併
記
）
９

、

一
九
六
五
年
頃
か
ら
毎
年
一
万
人
単
位
で
数
を
増
や
し
て
き
た
「
恐
山
」
の
来
訪

者
数
は
、
国
定
公
園
指
定
後
の
一
九
七
〇
年
に
前
年
の
約
三
万
人
増
に
当
た
る
二

三
万
七
〇
〇
〇
人
を
記
録
し
て
以
降
、
三
〇
万
人
（
一
九
七
一
年
）
、
三
二
万
七
〇

〇
〇
人
（
一
九
七
二
年
）
、
三
六
万
人
（
一
九
七
三
年
）
と
高
い
成
長
率
を
示
し
、

下
北
半
島
国
定
公
園
と
同
様
、
一
九
七
四
年
の
三
七
万
八
〇
〇
〇
人
に
達
す
る
ま

で
成
長
を
続
け
て
い
る
。 

霊
場
恐
山
は
恐
山
地
区
の
み
な
ら
ず
、
下
北
半
島
全
体
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
で

あ
る
。
ゆ
え
に
上
記
の
数
値
に
み
る
変
化
は
、
同
定
こ
そ
出
来
な
い
も
の
の
、
霊

場
に
お
け
る
来
訪
者
数
の
動
向
を
間
接
的
に
示
す
と
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ

を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
毎
年
七
月
に
実
施
さ
れ
る
恐
山
大
祭
の
参
加
者
も
六
〇
年

代
以
降
増
し
て
い
き
、
天
候
や
日
程
（
休
日
と
重
な
る
等
）
に
恵
ま
れ
た
際
に
は

期
間
中
の
来
訪
者
数
が
一
〇
万
人
を
超
え
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
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こ
う
し
た
大
祭
の
盛
況
を
受
け
て
、
一
九
七
三
年
に
は
「
恐
山
秋
詣
り
」（
九
月
一
‐
五
日
、
現
在
は
一
〇
月
上
旬
の
三
連
休
に
開
催
）
が
三
〇
余
年
ぶ
り
に
復

活
し
、
雨
天
に
も
拘
ら
ず
初
日
に
は
約
三
〇
〇
〇
人
の
来
訪
者
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
１
０ 

。 

冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
こ
ぞ
っ
て
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
を
取
り
上
げ
、
一
大
ブ
ー
ム
へ
と
発
展
し
た
の
は
一
九
六
〇
年
代
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
恐
山
に
多
く
の
人
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
と
見
事
に
重
な
っ
て
い
る
。
近
代
以
降
の
旅
が
「
表
象
の
消
費
」
を
そ
の
特
徴
の
一
つ
と

す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、《
恐
山
の
イ
タ
コ
／
恐
山
＝
イ
タ
コ
》
と
い
う
場
を
象
徴
す
る
表
象
の
普
及
が
、
恐
山
の
来
訪
者
数
増
加
に
寄
与
し
た
可
能
性
は
非
常

に
高
い
と
言
え
よ
う
。
よ
っ
て
、
従
来
流
通
し
て
き
た
「
マ
ス
コ
ミ
の
影
響
を
受
け
て
来
訪
者
が
増
え
た
」
と
い
う
定
説
に
は
、
一
定
の
妥
当
性
が
認
め
ら
れ

る
。
仮
に
両
者
の
因
果
関
係
が
実
証
出
来
な
い
に
せ
よ
、
上
記
の
年
代
の
一
致
は
、
少
な
く
と
も
一
九
六
〇
年
代
以
降
に
霊
場
を
訪
れ
た
多
く
の
人
々
が
《
恐

山
の
イ
タ
コ
》
と
い
う
表
象
の
受
容
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
六
〇
年
代
以
降
の
恐
山
と
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
作
り
出

し
た
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
と
い
う
表
象
受
容
者
が
大
量
に
入
り
こ
ん
だ
時
期
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
。 

 

第
三
節 

表
象
受
容
者
の
参
入
と
霊
場
の
変
容
―
『
東
奥
日
報
』
『
デ
ー
リ
ー
東
北
』
の
恐
山
大
祭
記
事
を
例
に
― 

  

そ
れ
で
は
、
表
象
受
容
者
の
参
入
、
厳
密
に
言
え
ば
彼
ら
の
〝
消
費
行
動
〟
を
介
し
て
、《
恐
山
の
イ
タ
コ
／
恐
山
＝
イ
タ
コ
》
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
霊
場
に

い
か
な
る
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
毎
年
七
月
二
〇
日
‐
二
四
日
に
開
催
さ
れ
る
「
恐
山
大
祭
」
と
い
う
局
面
に
焦
点
を
当
て
、
青
森
県

の
二
大
地
方
新
聞
で
あ
る
『
東
奥
日
報
』
１
１

『
デ
ー
リ
ー
東
北
』
１
２

の
記
事
か
ら
霊
場
の
変
容
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
イ
タ
コ
マ
チ
を
含
め
様
々
な
死
者
儀

礼
が
営
ま
れ
る
恐
山
大
祭
の
期
間
中
に
は
、
一
年
で
最
も
多
く
の
人
が
当
地
に
参
集
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
祭
に
は
表
象
受
容
者
に
基
づ
く
変
容
を
如
実
に
映

し
出
す
〝
鏡
〟
の
役
割
が
期
待
で
き
、
同
時
に
ロ
ー
カ
ル
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
の
価
値
か
ら
、
地
方
新
聞
と
い
う
媒
体
を
通
じ
て
そ
の
様
子
を
通
時
的
に
追
う
こ

と
が
可
能
だ
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
認
め
ら
れ
る
。 

【
表

8
‐

2
】
【
表

8
‐

3
】
は
、
終
戦
後
の
一
九
四
六
年
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
至
る
期
間
（
一
九
四
六
‐
一
九
七
九
）
に
、
『
東
奥
日
報
』
『
デ
ー
リ
ー

東
北
』
七
月
の
紙
面
に
掲
載
さ
れ
た
恐
山
大
祭
関
連
記
事
の
見
出
し
を
一
覧
化
し
た
も
の
で
あ
る
１
３

。
な
お
、
記
事
の
収
集
条
件
に
つ
い
て
断
っ
て
お
け
ば
、 
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【表8‐2】『東奥日報』恐山大祭関連記事一覧（1946年～1979年、7月の記事）

No. 年 月 日 記事名 種 写真

1946

1947

1948

1949

1950

1 1951 7 19 恐山祭典迫る恐山　下風呂温泉では共同浴場増改築 夕

2 1951 7 19 （広告）招く！観光地下北へ　別当吉祥山円通寺　 夕 宇曾利湖

3 1952 7 14 恐山祭典二十日から 朝 恐山納骨堂

4 1952 7 17 観光八景（4）：俗化を免れた恐山　日本三大霊場の名に相応 朝 本堂から宇曾利湖を望む

5 1952 7 28 賑わつた恐山祭典 朝

6 1953 7 1 七月のこよみ　愈よ盛夏の候 朝

7 1953 7 26 戦後最高の参拝者　霊場恐山のお祭り 夕 威儀を正し合掌しているのがイタコ

8 1954 7 30 賑う霊場恐山　名物太鼓橋も出来上る 朝 大王石から湖畔を望む

9 1955 7 21 恐山例祭はじまる 夕 とひつそり（ママ）閑とした境内

10 1956 7 25 恐山例祭賑わう 夕

11 1958 7 22 カメラルポ　山と海の線（3）：下北　人生のターミナル 夕 恐山＝極楽浜付近で

12 1958 7 24 口寄せに忙しいイタコたち　賑う恐山祭典 夕 イタコの口寄せに耳を傾ける善男善女

13 1959 7 25 時ならぬ報道合戦　恐山“イタコ”に異常な関心 朝 夜間撮影する岩波映画班

14 1960 7 18 霊場をきれいに　恐山で清掃奉仕　田名部高校赤十字 夕 山門前の●場を清掃する女子高校生の奉仕団

15 1960 7 21 あす最高潮の上山式　恐山祭典、県外からも続々 朝 関心にイタコのご託宣に耳かたむける

16 1960 7 23 古式ゆかしく上山式　にぎわう恐山の祭典 朝 古式ゆかしく宇曽利湖畔を行く上山式の行列

17 1960 7 23 にぎわう恐山祭典　観光地で売り出す　お寺は俗化に渋い顔 夕 ※計五枚

18 1960 7 29 みもの：オシラ様とイタコ　農漁村に残る信仰の実体 朝 イタコから故人の話を聞いて泣く遺族

19 1961 7 21 県下夏まつり案内 朝

20 1961 7 21 県立公園このごろ：薬研　恐山 夕 鬼気迫る霊場“恐山”の荒涼たる風景

21 1961 7 24 きょうから八戸七夕まつり　恐山祭典もにぎわう 朝 古式ゆかしい上山式の行列

22 1961 7 30 東奥写真コンテスト：特選一席　組み写真「恐山の大祭」 夕 恐山の大祭

23 1962 7 16 “下北ブーム”を呼ぶか　二十日から恐山の祭典 朝

24 1962 7 18 恐山街道（1）：三方から登山 夕
①霊場恐山＝田名部口から登る

②冷水にある丁●石

25 1962 7 19 恐山街道（2）：まさに絶景！ 夕
①一目三望の展望台

②岐（わかれ）付近に建つ四体の地蔵さま

26 1962 7 20 恐山街道（3）：名高いヒバ林 夕
①“冷水峠”でノドをうるおす

②空にそびえる一本杉

27 1962 7 21 恐山街道（4）：開山に数々の説 夕
①恐山の地蔵堂

②慈覚大師円仁和尚の像

28 1962 7 23 恐山祭典　開山以来の人出　イタコにカメラの放列 朝

29 1962 7 26
岡本太郎・県内飛び歩き　どう見たか津軽・南部

恐山のイタコを徹夜取材
夕

30 1963 7 20 恐山祭典始まる 朝

31 1963 7 21 大にぎわい･･恐山祭典　千人の信仰、観光客登山 朝

32 1963 7 24 恐山の祭典、最高潮に　きのう、上山式を行なう 朝 上山式の行列

33 1963 7 29
恐山の棟方志功と木俣修　“死人の遊び場”

共通の文学的イタコ観
夕

①イタコの口説きを聞く棟方志功

②熱心にメモをとる木俣修氏

34 1964 7 21 低く流れる“口よせ”　恐山の祭典開く 夕 死者の語り“口よせ”に涙を流す人

35 1964 7 25
霊場・恐山のこのごろ　有名人がワンサと

口寄せもつい営業用に
夕

①当事者よりも“文化的見物人”たちでごったが

　えすイタコの周辺

②外人観光客の興味はコジキにまでも及ぶ

36 1965 7 18 20日から恐山大祭　六万人の人出予想 夕 観光面でも有名になったイタコの口寄せ

37 1965 7 20 暮らしの中の宗教　7月：素朴な信仰が残る　恐山大祭開く 夕 恐山祭典で“くちよせ”するイタコ

38 1965 7 21 炎天下、死者よみがえる　開幕した恐山大祭　 朝 恐山名物イタコの口寄せに涙する人たち

39 1965 7 23 善男善女従え上山式　人出二万　恐山の祭典最高潮 朝
三途（ず）の川のタイコ橋を渡る定山式（注：ママ）

の列

40 1965 7 23 夫、むすこの“声”に涙　ブラジルから恐山参り 夕 サイのかわらでお祈りする木村さん

41 1966 7 1 くらしのうた：七月‐恐山‐　北彰介 朝

42 1966 7 18 20日から恐山大祭　貸し切りバスが60台 夕

43 1966 7 23 上山式に二万の人出　恐山大祭　街道は車でいっぱい 朝 善男善女の列が続く上山式

44 1967 7 21 恐山の大祭始まる　「国定候補」で人気　イタコ口寄せも大繁盛 朝
①イタコの口寄せをじっと聞く人たち
②どっと押し寄せた参拝者や観光客

45 1967 7 22 国定公園　下北の旅　候補地と周辺（2）：恐山 朝 サイの川原の荒涼とした風景

46 1967 7 23 六万の人出でにぎわう　恐山･古式ゆかしく上山式 朝 参道をねり歩く善男善女の列

47 1968 7 21 初日一万人の人出　霊場恐山大祭は始まる 朝 口寄せをするイタコを取り囲む参拝客

48 1968 7 22 ききもの：趣味の手帳（NHK①午前･午後9時45分）いたこと私 朝

49 1968 7 23 恐山大祭　きのう「上山式」　三万人の人出でにぎわう 朝 大祭の中心行事「上山式」で参道を練り歩く僧りょ

50 1969 7 18
あすは土曜日　週末ガイド：恐山　雲の上にバスで

“イタコ観光”の若者たち
朝 例祭には大にぎわいを見せる恐山霊場

51 1969 7 18 多彩な行事ズラリ　あさってから恐山大祭 朝 大祭を前に早くも観光バスが並ぶ恐山

52 1969 7 21 初日から人出二万　恐山大祭 朝 参拝客で埋まった恐山霊場

53 1969 7 23 古式豊かな「上山式」　最高潮の恐山大祭 朝 三万の人出でにぎわう上山式

54 1970 7 9 下北観光夏の陣　空前のブームスタート　「むつ」入港で活気 朝 観光客を待つ恐山

55 1970 7 15 スタジオ・ニュース：恐山の大祭を公開放送　RABの「11PM」 夕 （上山式）

56 1970 7 19 夏の下北観光―――　恐山大祭で本番 朝

57 1970 7 21 お祭り二重奏　むつ市わき立つ 朝
①山門をくぐって本堂にお参りする人の波

②続々繰込む観光バス、マイカー

58 1970 7 21 “下北観光占う”恐山大祭　好調なすべり出し 朝 快晴に恵まれ、にぎわった恐山大祭の初日

59 1970 7 22 「原船」に6千人　恐山祭典を兼ねて見学 朝

60 1970 7 23 最高潮の恐山大祭　上山式に信者の列 朝 上山式で太鼓橋を渡る僧

61 1970 7 24 霊場恐山の“花形”イタコ　死霊を呼ぶ奇異感 夕 じゅずをまさぐり、祭文を唱えるイタコ

62 1970 7 27 下北観光　万博響かず　がっちり二割増　恐山大祭 朝

63 1971 7 15 大祭迫る恐山　22日に上山式 朝 大祭の迫った恐山境内

64 1971 7 21 下北観光　夏の陣　恐山大祭開く 朝 霊場は雨もようにもかかわらず観光客でにぎわった

65 1971 7 23 恐山大祭　古式豊かに上山式 朝 上山式大祭では最高潮に

66 1971 7 28 県外客、大幅に伸びる　恐山大祭　下北観光にメド 朝 雨にたたられ人出が伸び悩んだ恐山大祭

67 1972 7 19 下北観光“夏の陣”開く　北海道からどっと千人 朝 バスを連ねて恐山参りの観光客

68 1972 7 21 中央からもバス連ね　下北にぎわう恐山大祭 朝 にぎわう霊場恐山

69 1972 7 23 善男善女が三万人　恐山の上山式にぎわう 朝 境内を練り歩く僧りょたち

70 1972 7 25 衰えぬイタコの人気　恐山大祭終わる 夕 下北への観光客はイタコの口寄せに殺到する

71 1973 7 21 霊の饗宴　恐山大祭始まる　一万の参拝者でにぎわい 朝

①にぎわう恐山大祭　イタコの口寄せに聴き入る

　人々
②新しいパンフレット「恐山」

72 1973 7 29 恐山今年から秋祭りも　観光客激増で復活へ 朝 訪れる人も激増、イタコの口よせに外人観光客も

73 1974 7 2 秘境ブーム今年も　下北観光夏の陣へ 夕 さあ本番　連日観光客が訪れ始めた恐山

74 1974 7 19 広告：歓迎　国定公園下北半島 朝

75 1974 7 19 恐山大祭　あす幕開け　受け入れ準備整う　人出13万人を予想 朝 恐山大祭を控え出店のテントづくりも急ピッチ

76 1974 7 21 イタコ大繁盛　恐山大祭幕あけ 朝 人気を集める恐山のイタコの口寄せ

77 1975 7 19 十三万人の人出期待　あすから霊場恐山大祭 朝 大祭を前に準備に大わらわの恐山

78 1975 7 21 恐山大祭幕開け　炎天下に善男善女四万 朝
イタコの口寄せが異様なムードをかもし出す霊場
恐山の大祭

79 1976 7 1 さぁ躍動の季節　今日から七月 朝

80 1976 7 15 仏教文化の冥土　恐山（上）　鳴海健太郎 朝

81 1976 7 16 仏教文化の冥土　恐山（下）　鳴海健太郎 朝

82 1976 7 20 霊場の夏盛り　川倉地蔵尊へ五万人　恐山大祭はきょう幕開け 朝

83 1976 7 21 今年も死者の霊呼ぶ声が… 朝 恐山夏の大祭の幕開けに訪れた観光客たち

84 1976 7 21 ゆうかんテレビ席：恐山大祭を全国に紹介 夕 「圭三訪問」に登場する霊場恐山

85 1977 7 20 六万人の人出予想　きょうから恐山夏の大祭 朝 大祭を前に最後の準備を急ぐ恐山

86 1977 7 21 観光か信仰か恐山大揺れ　寺側がイタコ規制 朝
口寄せをするイタコも今年は地蔵堂境内からサク
の外へ

87 1978 7 19 街に味覚、渓流に涼しさ真夏を　恐山例祭を控え 朝 沿道にズラリ並んだキミ売り

88 1978 7 21 霊場にイタコの口寄せ　恐山大祭幕開け　 朝
口寄せするイタコの声が流れ、恐山の夏の大祭が
始まった

89 1978 7 23 華麗に三沢七夕開幕　恐山上山式には九千人 夕

90 1978 7 26 観光客が三年連続減少　恐山大祭下北ブームが沈静化？ 朝

91 1979 7 17 青森ひとり旅（53）：恐山　死者に会える山 朝 （賽の河原）

92 1979 7 19 夏の大祭あす開幕　恐山　人出10万人を予想 朝 大祭の幕開けを前に準備は急ピッチ

93 1979 7 21 恐山夏の大祭始まる　亡き肉親の声いま一度 朝 幕を開けた恐山大祭

94 1979 7 23 恐山夏の大祭　14.1㌔の街道　車渋滞、観光客イライラ 朝
ことしもまたマイカーの渋滞がつづいた県道むつ・

恐山公園線
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【表8‐2】『東奥日報』恐山大祭関連記事一覧（1946年～1979年、7月の記事）

No. 年 月 日 記事名 種 写真

1946

1947

1948

1949

1950

1 1951 7 19 恐山祭典迫る恐山　下風呂温泉では共同浴場増改築 夕

2 1951 7 19 （広告）招く！観光地下北へ　別当吉祥山円通寺　 夕 宇曾利湖

3 1952 7 14 恐山祭典二十日から 朝 恐山納骨堂

4 1952 7 17 観光八景（4）：俗化を免れた恐山　日本三大霊場の名に相応 朝 本堂から宇曾利湖を望む

5 1952 7 28 賑わつた恐山祭典 朝

6 1953 7 1 七月のこよみ　愈よ盛夏の候 朝

7 1953 7 26 戦後最高の参拝者　霊場恐山のお祭り 夕 威儀を正し合掌しているのがイタコ

8 1954 7 30 賑う霊場恐山　名物太鼓橋も出来上る 朝 大王石から湖畔を望む

9 1955 7 21 恐山例祭はじまる 夕 とひつそり（ママ）閑とした境内

10 1956 7 25 恐山例祭賑わう 夕

11 1958 7 22 カメラルポ　山と海の線（3）：下北　人生のターミナル 夕 恐山＝極楽浜付近で

12 1958 7 24 口寄せに忙しいイタコたち　賑う恐山祭典 夕 イタコの口寄せに耳を傾ける善男善女

13 1959 7 25 時ならぬ報道合戦　恐山“イタコ”に異常な関心 朝 夜間撮影する岩波映画班

14 1960 7 18 霊場をきれいに　恐山で清掃奉仕　田名部高校赤十字 夕 山門前の●場を清掃する女子高校生の奉仕団

15 1960 7 21 あす最高潮の上山式　恐山祭典、県外からも続々 朝 関心にイタコのご託宣に耳かたむける

16 1960 7 23 古式ゆかしく上山式　にぎわう恐山の祭典 朝 古式ゆかしく宇曽利湖畔を行く上山式の行列

17 1960 7 23 にぎわう恐山祭典　観光地で売り出す　お寺は俗化に渋い顔 夕 ※計五枚

18 1960 7 29 みもの：オシラ様とイタコ　農漁村に残る信仰の実体 朝 イタコから故人の話を聞いて泣く遺族

19 1961 7 21 県下夏まつり案内 朝

20 1961 7 21 県立公園このごろ：薬研　恐山 夕 鬼気迫る霊場“恐山”の荒涼たる風景

21 1961 7 24 きょうから八戸七夕まつり　恐山祭典もにぎわう 朝 古式ゆかしい上山式の行列

22 1961 7 30 東奥写真コンテスト：特選一席　組み写真「恐山の大祭」 夕 恐山の大祭

23 1962 7 16 “下北ブーム”を呼ぶか　二十日から恐山の祭典 朝

24 1962 7 18 恐山街道（1）：三方から登山 夕
①霊場恐山＝田名部口から登る

②冷水にある丁●石

25 1962 7 19 恐山街道（2）：まさに絶景！ 夕
①一目三望の展望台

②岐（わかれ）付近に建つ四体の地蔵さま

26 1962 7 20 恐山街道（3）：名高いヒバ林 夕
①“冷水峠”でノドをうるおす

②空にそびえる一本杉

27 1962 7 21 恐山街道（4）：開山に数々の説 夕
①恐山の地蔵堂

②慈覚大師円仁和尚の像

28 1962 7 23 恐山祭典　開山以来の人出　イタコにカメラの放列 朝

29 1962 7 26
岡本太郎・県内飛び歩き　どう見たか津軽・南部

恐山のイタコを徹夜取材
夕

30 1963 7 20 恐山祭典始まる 朝

31 1963 7 21 大にぎわい･･恐山祭典　千人の信仰、観光客登山 朝

32 1963 7 24 恐山の祭典、最高潮に　きのう、上山式を行なう 朝 上山式の行列

33 1963 7 29
恐山の棟方志功と木俣修　“死人の遊び場”

共通の文学的イタコ観
夕

①イタコの口説きを聞く棟方志功

②熱心にメモをとる木俣修氏

34 1964 7 21 低く流れる“口よせ”　恐山の祭典開く 夕 死者の語り“口よせ”に涙を流す人

35 1964 7 25
霊場・恐山のこのごろ　有名人がワンサと

口寄せもつい営業用に
夕

①当事者よりも“文化的見物人”たちでごったが

　えすイタコの周辺

②外人観光客の興味はコジキにまでも及ぶ

36 1965 7 18 20日から恐山大祭　六万人の人出予想 夕 観光面でも有名になったイタコの口寄せ

37 1965 7 20 暮らしの中の宗教　7月：素朴な信仰が残る　恐山大祭開く 夕 恐山祭典で“くちよせ”するイタコ

38 1965 7 21 炎天下、死者よみがえる　開幕した恐山大祭　 朝 恐山名物イタコの口寄せに涙する人たち

39 1965 7 23 善男善女従え上山式　人出二万　恐山の祭典最高潮 朝
三途（ず）の川のタイコ橋を渡る定山式（注：ママ）

の列

40 1965 7 23 夫、むすこの“声”に涙　ブラジルから恐山参り 夕 サイのかわらでお祈りする木村さん

41 1966 7 1 くらしのうた：七月‐恐山‐　北彰介 朝

42 1966 7 18 20日から恐山大祭　貸し切りバスが60台 夕

43 1966 7 23 上山式に二万の人出　恐山大祭　街道は車でいっぱい 朝 善男善女の列が続く上山式

44 1967 7 21 恐山の大祭始まる　「国定候補」で人気　イタコ口寄せも大繁盛 朝
①イタコの口寄せをじっと聞く人たち

②どっと押し寄せた参拝者や観光客

45 1967 7 22 国定公園　下北の旅　候補地と周辺（2）：恐山 朝 サイの川原の荒涼とした風景

46 1967 7 23 六万の人出でにぎわう　恐山･古式ゆかしく上山式 朝 参道をねり歩く善男善女の列

47 1968 7 21 初日一万人の人出　霊場恐山大祭は始まる 朝 口寄せをするイタコを取り囲む参拝客

48 1968 7 22 ききもの：趣味の手帳（NHK①午前･午後9時45分）いたこと私 朝

49 1968 7 23 恐山大祭　きのう「上山式」　三万人の人出でにぎわう 朝 大祭の中心行事「上山式」で参道を練り歩く僧りょ

50 1969 7 18
あすは土曜日　週末ガイド：恐山　雲の上にバスで

“イタコ観光”の若者たち
朝 例祭には大にぎわいを見せる恐山霊場

51 1969 7 18 多彩な行事ズラリ　あさってから恐山大祭 朝 大祭を前に早くも観光バスが並ぶ恐山

52 1969 7 21 初日から人出二万　恐山大祭 朝 参拝客で埋まった恐山霊場

53 1969 7 23 古式豊かな「上山式」　最高潮の恐山大祭 朝 三万の人出でにぎわう上山式

54 1970 7 9 下北観光夏の陣　空前のブームスタート　「むつ」入港で活気 朝 観光客を待つ恐山

55 1970 7 15 スタジオ・ニュース：恐山の大祭を公開放送　RABの「11PM」 夕 （上山式）

56 1970 7 19 夏の下北観光―――　恐山大祭で本番 朝

57 1970 7 21 お祭り二重奏　むつ市わき立つ 朝
①山門をくぐって本堂にお参りする人の波

②続々繰込む観光バス、マイカー

58 1970 7 21 “下北観光占う”恐山大祭　好調なすべり出し 朝 快晴に恵まれ、にぎわった恐山大祭の初日

59 1970 7 22 「原船」に6千人　恐山祭典を兼ねて見学 朝

60 1970 7 23 最高潮の恐山大祭　上山式に信者の列 朝 上山式で太鼓橋を渡る僧

61 1970 7 24 霊場恐山の“花形”イタコ　死霊を呼ぶ奇異感 夕 じゅずをまさぐり、祭文を唱えるイタコ

62 1970 7 27 下北観光　万博響かず　がっちり二割増　恐山大祭 朝

63 1971 7 15 大祭迫る恐山　22日に上山式 朝 大祭の迫った恐山境内

64 1971 7 21 下北観光　夏の陣　恐山大祭開く 朝 霊場は雨もようにもかかわらず観光客でにぎわった

65 1971 7 23 恐山大祭　古式豊かに上山式 朝 上山式大祭では最高潮に

66 1971 7 28 県外客、大幅に伸びる　恐山大祭　下北観光にメド 朝 雨にたたられ人出が伸び悩んだ恐山大祭

67 1972 7 19 下北観光“夏の陣”開く　北海道からどっと千人 朝 バスを連ねて恐山参りの観光客

68 1972 7 21 中央からもバス連ね　下北にぎわう恐山大祭 朝 にぎわう霊場恐山

69 1972 7 23 善男善女が三万人　恐山の上山式にぎわう 朝 境内を練り歩く僧りょたち

70 1972 7 25 衰えぬイタコの人気　恐山大祭終わる 夕 下北への観光客はイタコの口寄せに殺到する

71 1973 7 21 霊の饗宴　恐山大祭始まる　一万の参拝者でにぎわい 朝

①にぎわう恐山大祭　イタコの口寄せに聴き入る

　人々

②新しいパンフレット「恐山」

72 1973 7 29 恐山今年から秋祭りも　観光客激増で復活へ 朝 訪れる人も激増、イタコの口よせに外人観光客も

73 1974 7 2 秘境ブーム今年も　下北観光夏の陣へ 夕 さあ本番　連日観光客が訪れ始めた恐山

74 1974 7 19 広告：歓迎　国定公園下北半島 朝

75 1974 7 19 恐山大祭　あす幕開け　受け入れ準備整う　人出13万人を予想 朝 恐山大祭を控え出店のテントづくりも急ピッチ

76 1974 7 21 イタコ大繁盛　恐山大祭幕あけ 朝 人気を集める恐山のイタコの口寄せ

77 1975 7 19 十三万人の人出期待　あすから霊場恐山大祭 朝 大祭を前に準備に大わらわの恐山

78 1975 7 21 恐山大祭幕開け　炎天下に善男善女四万 朝
イタコの口寄せが異様なムードをかもし出す霊場

恐山の大祭

79 1976 7 1 さぁ躍動の季節　今日から七月 朝

80 1976 7 15 仏教文化の冥土　恐山（上）　鳴海健太郎 朝

81 1976 7 16 仏教文化の冥土　恐山（下）　鳴海健太郎 朝

82 1976 7 20 霊場の夏盛り　川倉地蔵尊へ五万人　恐山大祭はきょう幕開け 朝

83 1976 7 21 今年も死者の霊呼ぶ声が… 朝 恐山夏の大祭の幕開けに訪れた観光客たち

84 1976 7 21 ゆうかんテレビ席：恐山大祭を全国に紹介 夕 「圭三訪問」に登場する霊場恐山

85 1977 7 20 六万人の人出予想　きょうから恐山夏の大祭 朝 大祭を前に最後の準備を急ぐ恐山

86 1977 7 21 観光か信仰か恐山大揺れ　寺側がイタコ規制 朝
口寄せをするイタコも今年は地蔵堂境内からサク

の外へ

87 1978 7 19 街に味覚、渓流に涼しさ真夏を　恐山例祭を控え 朝 沿道にズラリ並んだキミ売り

88 1978 7 21 霊場にイタコの口寄せ　恐山大祭幕開け　 朝
口寄せするイタコの声が流れ、恐山の夏の大祭が
始まった

89 1978 7 23 華麗に三沢七夕開幕　恐山上山式には九千人 夕

90 1978 7 26 観光客が三年連続減少　恐山大祭下北ブームが沈静化？ 朝

91 1979 7 17 青森ひとり旅（53）：恐山　死者に会える山 朝 （賽の河原）

92 1979 7 19 夏の大祭あす開幕　恐山　人出10万人を予想 朝 大祭の幕開けを前に準備は急ピッチ

93 1979 7 21 恐山夏の大祭始まる　亡き肉親の声いま一度 朝 幕を開けた恐山大祭

94 1979 7 23 恐山夏の大祭　14.1㌔の街道　車渋滞、観光客イライラ 朝
ことしもまたマイカーの渋滞がつづいた県道むつ・

恐山公園線
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【表8‐3】『デーリー東北』恐山大祭関連記事一覧（1946～１979年、7月の記事）
No. 年 月 日 記事名 写真

1946

1947

1948

1 1949 7 15 恐山寺例祭　廿日から五日間

1950

1951

2 1952 7 19 田名部恐山例祭

3 1953 7 23 恐山、大賑い　20日から例祭

①入り切れぬ宿坊

②本堂横でいかにもモツタイぶつて払下し（口ヨセ）を

する“イタコ”と、そのオツゲに泣く婆さん

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

4 1964 7 22 恐山の祭典始まる　最近にない人出でにぎわいそう

5 1964 7 27 テレビみもの：新しい“秘境”、恐山　下北の風土にスポット 恐山のおまつり、イタコに話を聞く人々

6 1965 7 3 広告：霊場恐山観光　一日ご清遊下さい

7 1965 7 13 広告：霊場恐山観光　一日ご清遊下さい

8 1965 7 18 広告：恐山イタコ祭りへ　要望に応えて今回

9 1965 7 21 広告：恐山イタコ祭りへ　要望に応えて今回

10 1965 7 23 「上山式」で最高潮へ　人出二万、恐山大祭
①イタコの“ことづけ”に泣く人たちも…

②（円内は古式豊かな上山式）

11 1966 7 5 広告：イタコの口寄せ　霊場「恐山まつり」

12 1966 7 10 広告：イタコの口寄せ　霊場「恐山まつり」

13 1966 7 15 広告：イタコの口寄せ　霊場「恐山まつり」

14 1966 7 19 あすから「恐山大祭」　どっと観光客、早くもにぎわい

15 1967 7 11 秘境ブームの恐山　県外から申し込み殺到 小石を積んで霊場のふんい気にひたる観光客

16 1967 7 20 イタコも続々と　きょうから「恐山例大祭」

17 1967 7 23 カゴで古式豊かに　きのう恐山例大祭に五万人 古式豊かにカゴでの上山式

18 1968 7 3 20日から恐山大祭　観光客、早くも繰り込む 恐山の納骨堂塔に参拝する人たち

19 1968 7 20 恐山大祭幕あけ　秘境ブーム例年以上の人出予想

20 1968 7 23 三途の川を渡り「上山式」　“恐山大祭”の一大絵巻 太鼓橋を渡る「上山式」の行列

21 1968 7 27 “来年まで達者デナ”　恐山でなごりの踊盆り 名残の盆踊りを楽しむおとしよりたち

22 1969 7 17 放牛ノンビリ　霊場恐山、頭痛いお寺側 湖畔でノンビリ、恐山の放し牛

23 1969 7 18 広告：秘境しもきた ※計11枚

24 1969 7 19 あすから恐山大祭　イタコ60余人集まる

25 1969 7 19 広告：霊場「恐山」と「釜臥山」めぐり

26 1969 7 23 古式豊かに“上山式”　恐山大祭信者一万人押しかける 古式豊かに行なわれた“上山式”

27 1969 7 25 こだま：“恐山スケッチ”から

28 1970 7 1 下北観光　まさに夜明け ※計4枚

29 1970 7 20 交通規制の手ぬるさに批判　きょうから恐山大祭

30 1970 7 21 恐山例大祭　最高の人出で大混雑　ムード盛り上げるイタコ にぎわう恐山例祭

31 1970 7 21 広告：会員募集　“恐山イタコまつり”見物（日帰り）

32 1970 7 23 炎天下、古式豊かに上山式　恐山大祭、境内を埋める人出 古式豊かに上山式

33 1970 7 25 霊場恐山　イタコの“口寄せ”に涙 ※計5枚

34 1971 7 17 二十日から五日間　大祭に準備万端の恐山　イタコも百人予想 大祭を待つ恐山の境内

35 1971 7 17 広告：会員募集　恐山大祭と「イタコ」まつりへ（日帰り）

36 1971 7 19 観光客、どっと　恐山・三万人でにぎわう
着岸する観光船羊蹄丸

（後方に原子力船むつも見える）

37 1971 7 20 北奥羽の山河（65）：恐山と宇曾利湖（1）　日本三大霊場の一つ 参拝客でにぎわう恐山

38 1971 7 21 恐山大祭幕あけ　県内外から観光客二万人 いまではおなじみの名物イタコ

39 1971 7 22 北奥羽の山河（67）：恐山と宇曾利湖（3）　お山、昔は豊作祈願 恐山のいたこ

40 1971 7 23 上山式で最高潮に　恐山大祭　あす最終日 三途ノ川を渡る上山式の行列

41 1971 7 28 下北の文化財をたずねる ※計8枚

42 1972 7 21 神秘の霊場に一万人‐恐山大祭始まる‐
下北観光の看板になっている恐山。

ことしの例祭初日も一万人の人出で大にぎわい

43 1972 7 23 華麗に上山式　恐山　四万人が押しかける 恐山例大祭のハイライト「上山式」

44 1972 7 28 恐山例大祭に10万人　ここでも駐車場難 簡単すぎると批評された上山式

45 1973 7 21 人出二万人、大にぎわい　恐山例大祭始まる 参拝客でにぎわう恐山例大祭

46 1973 7 25 ローカル記者手帳：プロスリに霊場恐山で引導

47 1974 7 20 “霊感ブーム”人気呼ぶ　恐山大祭きょう開幕

48 1974 7 21 初日は二万の人出　恐山例大祭　善男善女でにぎわう 二万人近い人出を見せた恐山列大祭

49 1974 7 29 “念力”も雨には勝てず　恐山例大祭

①お隣韓国にも名前が知られるようになった恐山例

大祭

②名物イタコの口寄せを聞く遺族

50 1975 7 21 イタコの口寄せに人気　恐山例大祭始まる イタコの口寄せに涙を流しながら聞き入る人たち

51 1975 7 23 古式ゆかしく「上山式」　例大祭でにぎわう恐山 古式ゆかしく行われた上山式

52 1976 7 20 信仰か観光か　きょうから恐山例大祭　霊場性脅かすイタコ
①霊場恐山の“主役”になったイタコ

②円通寺の熊谷紘全住職

53 1976 7 23 古式ゆかしく“上山式”　恐山例大祭　善男善女でにぎわう 善男善女の見守るなかを進む“上山式”

54 1976 7 25 みもの：恐山例大祭のもよう

55 1977 7 5 広告：日本三大霊場恐山イタコまつり　会員募集

56 1977 7 16 広告：日本三大霊場恐山イタコまつり　会員募集

57 1977 7 20 北奥羽の四季（38）：恐山例大祭　祭りの花形上山式 イタコの口寄せは恐山例大祭の名物

58 1977 7 24 霊場の夏　古格を示す上山式 多くの人がつめかけている恐山例大祭

59 1978 7 20 恐山大祭きょう開幕 小屋がけも始まり開幕を待つばかりの恐山

60 1978 7 21 大繁盛、イタコの口寄せ　恐山大祭　好天に恵まれ一万人
真夏の直射日光を日がさで避けイタコの口寄せ

の順番を待つ善男善女

61 1979 7 21 人気呼ぶイタコの“口寄せ”　信者、観光客でにぎわう恐山例大祭 ことしも人気呼ぶイタコの口寄せ風景
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【表8‐3】『デーリー東北』恐山大祭関連記事一覧（1946～１979年、7月の記事）
No. 年 月 日 記事名 写真

1946

1947

1948

1 1949 7 15 恐山寺例祭　廿日から五日間

1950

1951

2 1952 7 19 田名部恐山例祭

3 1953 7 23 恐山、大賑い　20日から例祭

①入り切れぬ宿坊

②本堂横でいかにもモツタイぶつて払下し（口ヨセ）を
する“イタコ”と、そのオツゲに泣く婆さん

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

4 1964 7 22 恐山の祭典始まる　最近にない人出でにぎわいそう

5 1964 7 27 テレビみもの：新しい“秘境”、恐山　下北の風土にスポット 恐山のおまつり、イタコに話を聞く人々

6 1965 7 3 広告：霊場恐山観光　一日ご清遊下さい

7 1965 7 13 広告：霊場恐山観光　一日ご清遊下さい

8 1965 7 18 広告：恐山イタコ祭りへ　要望に応えて今回

9 1965 7 21 広告：恐山イタコ祭りへ　要望に応えて今回

10 1965 7 23 「上山式」で最高潮へ　人出二万、恐山大祭
①イタコの“ことづけ”に泣く人たちも…
②（円内は古式豊かな上山式）

11 1966 7 5 広告：イタコの口寄せ　霊場「恐山まつり」

12 1966 7 10 広告：イタコの口寄せ　霊場「恐山まつり」

13 1966 7 15 広告：イタコの口寄せ　霊場「恐山まつり」

14 1966 7 19 あすから「恐山大祭」　どっと観光客、早くもにぎわい

15 1967 7 11 秘境ブームの恐山　県外から申し込み殺到 小石を積んで霊場のふんい気にひたる観光客

16 1967 7 20 イタコも続々と　きょうから「恐山例大祭」

17 1967 7 23 カゴで古式豊かに　きのう恐山例大祭に五万人 古式豊かにカゴでの上山式

18 1968 7 3 20日から恐山大祭　観光客、早くも繰り込む 恐山の納骨堂塔に参拝する人たち

19 1968 7 20 恐山大祭幕あけ　秘境ブーム例年以上の人出予想

20 1968 7 23 三途の川を渡り「上山式」　“恐山大祭”の一大絵巻 太鼓橋を渡る「上山式」の行列

21 1968 7 27 “来年まで達者デナ”　恐山でなごりの踊盆り 名残の盆踊りを楽しむおとしよりたち

22 1969 7 17 放牛ノンビリ　霊場恐山、頭痛いお寺側 湖畔でノンビリ、恐山の放し牛

23 1969 7 18 広告：秘境しもきた ※計11枚

24 1969 7 19 あすから恐山大祭　イタコ60余人集まる

25 1969 7 19 広告：霊場「恐山」と「釜臥山」めぐり

26 1969 7 23 古式豊かに“上山式”　恐山大祭信者一万人押しかける 古式豊かに行なわれた“上山式”

27 1969 7 25 こだま：“恐山スケッチ”から

28 1970 7 1 下北観光　まさに夜明け ※計4枚

29 1970 7 20 交通規制の手ぬるさに批判　きょうから恐山大祭

30 1970 7 21 恐山例大祭　最高の人出で大混雑　ムード盛り上げるイタコ にぎわう恐山例祭

31 1970 7 21 広告：会員募集　“恐山イタコまつり”見物（日帰り）

32 1970 7 23 炎天下、古式豊かに上山式　恐山大祭、境内を埋める人出 古式豊かに上山式

33 1970 7 25 霊場恐山　イタコの“口寄せ”に涙 ※計5枚

34 1971 7 17 二十日から五日間　大祭に準備万端の恐山　イタコも百人予想 大祭を待つ恐山の境内

35 1971 7 17 広告：会員募集　恐山大祭と「イタコ」まつりへ（日帰り）

36 1971 7 19 観光客、どっと　恐山・三万人でにぎわう
着岸する観光船羊蹄丸
（後方に原子力船むつも見える）

37 1971 7 20 北奥羽の山河（65）：恐山と宇曾利湖（1）　日本三大霊場の一つ 参拝客でにぎわう恐山

38 1971 7 21 恐山大祭幕あけ　県内外から観光客二万人 いまではおなじみの名物イタコ

39 1971 7 22 北奥羽の山河（67）：恐山と宇曾利湖（3）　お山、昔は豊作祈願 恐山のいたこ

40 1971 7 23 上山式で最高潮に　恐山大祭　あす最終日 三途ノ川を渡る上山式の行列

41 1971 7 28 下北の文化財をたずねる ※計8枚

42 1972 7 21 神秘の霊場に一万人‐恐山大祭始まる‐
下北観光の看板になっている恐山。
ことしの例祭初日も一万人の人出で大にぎわい

43 1972 7 23 華麗に上山式　恐山　四万人が押しかける 恐山例大祭のハイライト「上山式」

44 1972 7 28 恐山例大祭に10万人　ここでも駐車場難 簡単すぎると批評された上山式

45 1973 7 21 人出二万人、大にぎわい　恐山例大祭始まる 参拝客でにぎわう恐山例大祭

46 1973 7 25 ローカル記者手帳：プロスリに霊場恐山で引導

47 1974 7 20 “霊感ブーム”人気呼ぶ　恐山大祭きょう開幕

48 1974 7 21 初日は二万の人出　恐山例大祭　善男善女でにぎわう 二万人近い人出を見せた恐山列大祭

49 1974 7 29 “念力”も雨には勝てず　恐山例大祭
①お隣韓国にも名前が知られるようになった恐山例
大祭
②名物イタコの口寄せを聞く遺族

50 1975 7 21 イタコの口寄せに人気　恐山例大祭始まる イタコの口寄せに涙を流しながら聞き入る人たち

51 1975 7 23 古式ゆかしく「上山式」　例大祭でにぎわう恐山 古式ゆかしく行われた上山式

52 1976 7 20 信仰か観光か　きょうから恐山例大祭　霊場性脅かすイタコ
①霊場恐山の“主役”になったイタコ

②円通寺の熊谷紘全住職

53 1976 7 23 古式ゆかしく“上山式”　恐山例大祭　善男善女でにぎわう 善男善女の見守るなかを進む“上山式”

54 1976 7 25 みもの：恐山例大祭のもよう

55 1977 7 5 広告：日本三大霊場恐山イタコまつり　会員募集

56 1977 7 16 広告：日本三大霊場恐山イタコまつり　会員募集

57 1977 7 20 北奥羽の四季（38）：恐山例大祭　祭りの花形上山式 イタコの口寄せは恐山例大祭の名物

58 1977 7 24 霊場の夏　古格を示す上山式 多くの人がつめかけている恐山例大祭

59 1978 7 20 恐山大祭きょう開幕 小屋がけも始まり開幕を待つばかりの恐山

60 1978 7 21 大繁盛、イタコの口寄せ　恐山大祭　好天に恵まれ一万人
真夏の直射日光を日がさで避けイタコの口寄せ
の順番を待つ善男善女

61 1979 7 21 人気呼ぶイタコの“口寄せ”　信者、観光客でにぎわう恐山例大祭 ことしも人気呼ぶイタコの口寄せ風景
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大
祭
の
開
催
日
な
ら
び
に
八
戸
市
立
図
書
館
が
作
成
す
る
地
方
新
聞
の
テ
ー
マ
別
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
（
『
下
北
半
島
国
定
公
園
』
『
恐
山
』
『
い
た
こ
』
）
の
掲

載
傾
向
を
考
慮
し
、
収
集
に
際
し
て
は
、
そ
の
対
象
範
囲
を
記
事
の
集
中
が
予
想
さ
れ
る
七
月
の
紙
面
に
限
定
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
本
表
は
大
半
の
主
要
記

事
を
押
さ
え
て
は
い
る
も
の
の
、
対
象
期
間
内
に
お
け
る
全
て
の
関
連
記
事
を
網
羅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
七
月
以
外
の
紙
面
に
関
し
て
は
、
今
後
の
調

査
が
望
ま
れ
る
。 

ま
ず
、
戦
後
に
行
わ
れ
た
大
祭
の
概
況
を
伝
え
る
最
も
古
い
記
事
と
し
て
は
、
一
九
五
二
年
の
大
祭
を
報
じ
た
【
東
‐

5
】
（
以
下
、
【
】
内
は
全
て
新
聞
の

種
類
な
ら
び
に
別
表
の
記
事
番
号
を
示
す
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
短
文
な
う
え
に
写
真
掲
載
も
無
い
記
事
の
た
め
得
ら
れ
る
情
報
は
少
な
い
が
、
こ
こ
か
ら
は
「
戦

後
至
上
初
の
人
出
」
と
い
う
当
年
の
大
祭
の
状
況
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。 

 

「
賑
わ
つ
た
恐
山
祭
典
」
【
東
‐

5
】 

 
 

日
本
三
大
霊
場
の
一
つ
南
部
恐
山
の
祭
典
は
、
二
十
日
か
ら
ふ
た
あ
け
さ
れ
終
戦
以
来
な
か
つ
た
人
出
で
賑
い
二
十
四
日
終
つ
た
が
、
慈
覚
大
師
が
開
山

し
て
か
ら
一
千
九
十
年
の
こ
の
霊
場
は
そ
の
後
も
引
続
き
参
詣
人
が
押
し
寄
せ
て
い
る
が
、
こ
の
祭
典
五
日
間
の
お
賽
銭
は
五
十
一
万
円
で
毎
年
三
十
余

万
円
で
あ
つ
た
が
、
今
年
は
ぐ
つ
と
人
出
が
多
か
つ
た
の
で
ハ
ネ
上
つ
た
わ
け
で
あ
る
。 

 

前
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
戦
後
に
お
い
て
恐
山
一
帯
の
来
訪
者
数
が
著
し
く
増
加
す
る
の
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
が
広
く
普

及
し
た
一
九
六
〇
年
代
以
降
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
数
で
は
な
く
そ
の
成
長
率
に
着
目
し
た
場
合
、
恐
山
県
立
公
園
の
年
間
来
訪
者
数
は
、
数
値
を
追
え
る
最

古
年
度
の
一
九
五
六
年
か
ら
一
九
五
七
年
の
期
間
に
も
前
年
比
の
約
二
倍
（
二
万
一
〇
〇
〇
人
か
ら
四
万
人
）
と
い
う
高
い
成
長
率
を
示
し
て
い
た
（
【
表

8
‐

1
】
参
照
）
。
こ
こ
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
、
「
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
以
前
」
の
段
階
に
お
い
て
、
既
に
一
定
の
活
況
を
呈
し
て
い
た
霊
場
の
様
子
で
あ
り
、
前

掲
記
事
の
示
す
「
賑
い
」
は
、
そ
う
し
た
予
想
を
裏
付
け
る
貴
重
な
情
報
と
言
え
よ
う
。 

さ
ら
に
、
一
九
五
二
年
に
記
録
し
た
「
終
戦
以
来
な
か
つ
た
人
出
」
は
早
く
も
翌
年
に
は
更
新
さ
れ
、
当
年
は
つ
い
に
『
東
奥
日
報
』
と
『
デ
ー
リ
ー
東
北
』

が
共
に
紙
面
を
割
き
、
写
真
を
付
し
て
大
祭
を
報
じ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
（
【
東
‐
７
】
【
デ
‐
３
】
）
。
イ
タ
コ
マ
チ
に
も
光
が
当
て
ら
れ
、
こ
こ
に
は
大
祭
を
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構
成
す
る
死
者
儀
礼
と
し
て
機
能
を
果
た
す
、
「
慣
習
」
と
し
て
の
イ
タ
コ
マ
チ
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。 

 

「
戦
後
最
高
の
参
拝
者 

霊
場
恐
山
の
お
祭
り
」
【
東
‐

7
】 

 
 

死
ね
ば
こ
の
霊
場
に
人
の
魂
が
来
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
霊
場
だ
け
に
毎
年
の
祭
典
目
が
け
て
押
寄
せ
る
信
者
も
多
く
、
県
内
は
も
ち
ろ
ん
東
北
各
地
か

ら
列
車
で
、
団
体
バ
ス
で
ど
つ
と
登
山
し
た
。 

毎
日
万
余
の
信
者
が
奇
岩
怪
石
で
地
獄
極
楽
の
様
を
呈
す
る
こ
の
霊
場
で
心
ゆ
く
ま
で
親
、
子
供
の
霊
に
参
拝
、
塔
婆
を
立
て
賽
銭
を
あ
げ
イ
タ
コ
の
口

寄
せ
を
し
て
貰
つ
て
帰
つ
て
行
く
。
こ
れ
が
五
日
間
繰
返
さ
れ
て
二
十
四
日
終
つ
た
が
、
今
年
の
信
者
は
終
戦
後
の
最
高
で
あ
つ
た
。 

 

「
恐
山
、
大
賑
い 

２
０
日
か
ら
例
祭
」
【
デ
‐

3
】 

 
 

二
十
日
に
は
郡
内
各
地
の
同
宗
寺
や
末
寺
の
坊
さ
ん
、
農
繁
期
の
骨
休
め
か
た
が
た
の
じ
い
さ
ん
、
ば
あ
さ
ん
、
こ
れ
に
つ
れ
そ
う
娘
さ
ん
、
新
仏
を
出

し
た
人
々
、
そ
れ
に
例
年
の
よ
う
に
何
処
か
ら
と
も
な
く
集
ま
る
修
験
者
や
雲
水
僧
、
津
軽
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
多
く
や
つ
て
く
る
俗
称
〝
イ
タ
コ
〟
な
る

占
師
、
集
ま
つ
て
く
る
人
々
相
手
の
土
産
物
売
り
、
ノ
ミ
屋
な
ど
…
…
日
中
は
三
千
坪
以
上
も
あ
る
と
い
う
広
大
な
境
内
も
人
で
埋
め
つ
く
さ
れ
、
夜
と

も
な
れ
ば
四
つ
五
つ
の
宿
坊
に
入
り
切
れ
ず
湯
小
屋
や
ヒ
サ
シ
の
下
外
へ
野
宿
と
い
う
状
態
で
あ
る 

 

イ
タ
コ
が
恐
山
の
大
祭
に
関
与
し
始
め
た
時
期
に
関
し
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
「
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
」
と
い
う
見
解
が
一
般
的
で
あ
る
。
一
九
三
九
年
（
昭

和
一
四
）
発
表
の
中
市
謙
三
「
恐
山
詣
」
に
見
ら
れ
る
「
愛
執
に
堪
え
ら
れ
ぬ
人
々
は
川
原
に
い
る
巫
女
に
「
た
ま
お
ろ
し
」
を
し
て
貰
ふ
、
そ
れ
が
忙
し
く

て
初
め
一
人
だ
つ
た
の
が
今
は
五
人
位
い
る
と
い
ふ
」
１
４

と
の
記
述
を
踏
ま
え
れ
ば
、
つ
ま
り
、
【
東
‐

7
】【
デ
‐

3
】
が
伝
え
る
「
慣
習
」
と
い
う
イ
タ
コ

の
在
り
様
と
は
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
五
〇
年
代
に
至
る
わ
ず
か
二
〇
年
の
間
に
進
行
し
た
、
大
祭
に
お
け
る
イ
タ
コ
マ
チ
の
成
長
を
物
語
る
も
の
と
言

え
よ
う
。
急
速
な
成
長
の
背
景
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
口
寄
せ
（
死
口
・
生
口
）
」
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
の
拡
大
で
あ

り
１
５

、
こ
の
背
景
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
大
祭
が
見
せ
る
「
賑
い
」
に
も
通
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
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一
九
五
三
年
以
降
、
『
デ
ー
リ
ー
東
北
』
七
月
の
紙
面
に
は
、
一
九
六
四
年
に
至
る
ま
で
大
祭
関
連
の
記
事
は
見
当
た
ら
な
い
。
対
し
て
『
東
奥
日
報
』
は
、

「
夏
の
風
物
詩
」
と
い
っ
た
扱
い
で
毎
年
大
祭
を
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
は
、
一
九
五
〇
年
代
全
般
を
通
じ
て
変
わ
る
こ
と
な
く
推

移
し
て
い
っ
た
、
大
祭
の
様
子
が
窺
え
る
（
【
東
‐

8
】
【
東
‐

9
】
【
東
‐

10
】
【
東
‐

12
】
）
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
五
〇
年
代
も
終
わ
り
に
差
し
掛
か
っ
た
頃
、

「
変
化
」
は
突
然
表
れ
た
。
そ
れ
は
、
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
を
〝
観
る
者
〟
、
す
な
わ
ち
〝
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
〟
と
い
う
存
在
の
登
場
で
あ
る
。 

 

１ 

イ
タ
コ
の
口
寄
せ
を
〝
観
る
者
〟
（
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
）
の
登
場 

当
地
の
イ
タ
コ
マ
チ
に
関
し
て
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
存
在
が
初
め
て
報
じ
ら
れ
た
の
は
、
一
九
五
九
年
の
大
祭
時
で
あ
る
（
【
東
‐

13
】
）
。
こ
の
時
現
れ

た
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
と
は
、
テ
レ
ビ
や
雑
誌
の
取
材
陣
を
主
体
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
メ
デ
ィ
ア
関
係
の
人
々
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
当
地
の
イ
タ
コ
を
め
ぐ
っ
て

激
し
い
「
報
道
合
戦
」
を
繰
り
広
げ
、
『
東
奥
日
報
』
で
は
、
そ
う
し
た
イ
タ
コ
に
対
す
る
報
道
陣
の
「
異
常
な
関
心
」
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。 

 

「
時
な
ら
ぬ
報
道
合
戦 

恐
山
〝
イ
タ
コ
〟
に
異
常
な
関
心
」
【
東
‐

13
】 

下
北
郡
田
名
部
町
恐
山
の
祭
典
は
さ
る
二
十
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
、
好
天
に
恵
ま
れ
、
連
日
善
男
善
女
で
に
ぎ
わ
つ
た
が
、
と
く
に
こ
と
し
は
巫
子
（
イ

タ
コ
）
を
め
ぐ
る
報
道
合
戦
が
展
開
さ
れ
た
。 

こ
の
報
道
合
戦
の
口
火
を
切
つ
た
の
は
『
週
刊
文
春
』
で
、
同
誌
は
写
真
家
芳
賀
日
出
男
氏
の
作
品
十
四
点
を
グ
ラ
ビ
ア
に
し
て
全
国
に
紹
介
し
た
ほ
か
、

写
真
家
東
松
照
明
氏
が
サ
ン
ケ
イ
・
カ
メ
ラ
の
依
頼
を
受
け
、
初
日
か
ら
滞
在
し
て
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
撮
影
を
開
始
、
テ
レ
ビ
関
係
で
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
を
は

じ
め
Ｎ
Ｔ
Ｖ
、
Ｋ
Ｒ
な
ど
い
ち
早
く
映
像
に
流
し
た
ほ
か
、
記
録
映
画
と
し
て
数
々
の
作
品
を
残
し
て
い
る
岩
波
映
画
製
作
所
は
シ
リ
ー
ズ
も
の
『
日
本

の
年
輪
』
の
中
で
〝
津
軽
の
イ
タ
コ
〟
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
り
、
写
真
家
長
野
重
一
氏
ほ
か
二
人
を
派
遣
（
中
略
） 

こ
の
ほ
か
恐
山
に
は
学
者
グ
ル
ー
プ
と
し
て
文
部
省
か
ら
文
部
技
官
三
隅
治
雄
氏
や
外
人
な
ど
も
来
山
す
る
な
ど
、
ま
さ
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ツ
プ
の
形
で
あ

る
。 
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こ
の
「
報
道
合
戦
」
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
九
五
九
年
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
る
。
前
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
恐
山
県
立
公
園
の
来
訪
者
数
が
前
年
比

の
約
三
倍
と
い
う
成
長
率
を
見
せ
、
一
足
飛
び
に
一
〇
万
人
の
大
台
を
記
録
し
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
を
取

り
上
げ
る
新
聞
・
雑
誌
記
事
の
急
増
と
も
軌
を
一
に
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、
上
記
の
光
景
は
、
一
九
六
〇
年
に
端
を
発
す
る
表
象
受
容
者
参
入
の
前
夜
、
換
言

す
れ
ば
、
彼
ら
の
参
入
を
誘
引
し
た
要
因
を
示
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。 

た
だ
し
、
変
化
の
牽
引
者
と
解
さ
れ
る
報
道
関
係
者
自
身
が
、
既
に
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
と
い
う
表
象
の
受
容
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
報
道
〝
合
戦
〟
」

の
様
相
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
に
複
数
の
メ
デ
ィ
ア
が
殺
到
す
る
事
態
は
、
先
行
す
る
報
道
（
表
象
）
の
存
在
無
く
し
て
成
立
し
得
な
い
。

実
際
、
「
報
道
合
戦
」
の
前
年
に
当
た
る
一
九
五
八
年
に
は
、
映
画
『
楢
山
節
考
』
の
影
響
下
で
「
イ
タ
コ
」
を
内
包
す
る
「
恐
山
参
り
」
に
注
目
が
集
ま
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
一
九
五
九
年
の
大
祭
に
現
れ
た
マ
ス
コ
ミ
と
い
う
名
の
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
と
は
、《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
の
生
産
主
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の

表
象
の
受
容
者
か
つ
消
費
者
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。 

こ
う
し
た
「
メ
デ
ィ
ア
が
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
を
呼
ぶ
」
と
い
う
状
況
は
加
速
度
的
に
進
行
し
、
一
九
六
〇
年
代
初
頭
に
は
取
材
の
任
を
負
っ
た
各
界
の
有
名

人
が
続
々
と
大
祭
を
訪
れ
、
こ
ぞ
っ
て
〝
イ
タ
コ
見
学
〟
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
に
入
っ
て
以
降
目
立
つ
の
は
、
著
名
人
の
来
訪
を
告
げ
る

記
事
で
あ
る
（
【
東
‐

23
】
【
東
‐

28
】
【
東
‐

29
】
【
東
‐

35
】
）
。 

 

「
霊
場
・
恐
山
の
こ
の
ご
ろ 

有
名
人
が
ワ
ン
サ
と
」
【
東
‐

35
】 

 
 

さ
て
、
こ
こ
の
呼
び
物
は
イ
タ
コ
。
地
蔵
堂
の
そ
ば
で
十
人
近
く
が
店
？
を
張
っ
て
い
る
が
、
名
物
化
も
す
っ
か
り
板
に
つ
い
た
も
の
。（
中
略
）
考
え
て

み
る
と
石
原
慎
太
郎
や
羽
仁
進
、
戸
川
幸
夫
、
岡
本
太
郎
、
大
江
健
三
郎
と
有
名
人
が
ず
ら
り
見
学
、
東
京
に
帰
っ
て
は
、
文
章
に
し
て
お
り
〝
高
度
な

原
始
宗
教
〟
な
ど
と
お
だ
て
て
い
た
。 

  

【
東
‐

35
】
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
大
祭
で
〝
イ
タ
コ
見
学
〟
を
行
っ
た
彼
等
は
、
帰
京
後
、
自
ら
の
実
感
を
積
極
的
に
言
語
化
し
、
こ
れ
を
書
籍
や
新
聞
、

雑
誌
等
の
媒
体
を
介
し
て
公
表
し
た
。
前
掲
記
事
に
名
前
の
挙
が
っ
た
人
物
の
場
合
、
例
え
ば
、
一
九
六
二
年
の
大
祭
に
参
加
し
た
戸
川
幸
夫
と
岡
本
太
郎
は
、
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そ
の
時
の
体
験
を
各
々
『
下
北
と
都
井
‐
北
と
南
の
岬
の
記
録
‐
（
野
生
へ
の
旅

Ⅲ
）
』
（
新
潮
社
、
一
九
六
三
年
）
、
『
神
秘
日
本
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
六

四
年
）
に
綴
っ
て
い
る
。 

彼
等
の
行
為
に
代
表
さ
れ
る
表
象
の
再
生
産
は
、
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
を
瞬
く
間
に
全
国
区
の
存
在
へ
と
押
し
上
げ
、
一
大
ブ
ー
ム
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
状

況
を
生
み
出
し
た
。
繰
り
返
し
と
な
る
が
、
そ
の
知
名
度
は
一
九
六
〇
年
代
前
半
の
段
階
で
「
定
番
」
の
評
を
得
る
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
当
地
で
起

き
た
初
の
「
報
道
合
戦
」
が
一
九
五
九
年
に
生
じ
て
い
る
点
か
ら
し
て
も
、
異
例
の
ス
ピ
ー
ド
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

結
果
、
早
く
も
一
九
六
二
年
に
は
「
東
京
か
ら
来
た
と
い
う
観
光
客
や
学
生
」
と
い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
以
外
の
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
が
現
れ
始
め
（
【
東

‐

28
】
）
、
そ
の
二
年
後
に
は
「
当
事
者
よ
り
も
〝
文
化
的
見
物
人
〟
た
ち
で
ご
っ
た
が
え
す
イ
タ
コ
の
周
辺
」
と
い
っ
た
光
景
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

【
東
‐

35
】
に
記
さ
れ
る
イ
タ
コ
マ
チ
の
姿
に
は
、
「
観
る
者
／
観
ら
れ
る
者
」
と
い
う
二
項
対
立
的
構
造
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
。 

 

「
霊
場
・
恐
山
の
こ
の
ご
ろ 

有
名
人
が
ワ
ン
サ
と
」
【
東
‐

35
】 

外
人
の
団
体
客
、
マ
ス
コ
ミ
、
学
者
、
学
生
と
い
っ
た
〝
東
京
弁
〟
の
お
客
が
ぐ
る
り
取
り
囲
ん
で
、
カ
メ
ラ
の
放
列
を
敷
き
、
録
音
テ
ー
プ
の
マ
イ
ク

を
突
き
出
し
、
ア
イ
モ
が
回
る
。
ど
う
や
ら
口
寄
せ
に
熱
が
は
い
る
の
は
そ
ん
な
時
ら
し
い
。
あ
り
が
た
め
い
わ
く
な
の
は
死
ん
だ
縁
者
と
対
面
に
来
た

人
々
。
感
き
わ
ま
っ
て
し
ゃ
く
り
あ
げ
る
と
、
す
か
さ
ず
カ
メ
ラ
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
音
が
起
こ
る
。
お
ち
お
ち
口
寄
せ
も
聞
け
な
い
あ
り
さ
ま
。
イ
タ
コ
も

つ
い
、
長
い
く
ど
き
を
は
し
ょ
っ
て
営
業
用
の
語
り
口
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

  

こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
イ
タ
コ
マ
チ
に
お
け
る
「
観
る
者
／
観
ら
れ
る
者
」
と
い
う
構
造
は
、
以
降
も
毎
年
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
、
大
祭
の
中
で
固
定
化
さ

れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
左
に
提
示
し
た
の
は
、
前
掲
記
事
か
ら
五
年
後
（
一
九
六
九
年
）
の
大
祭
風
景
で
あ
る
が
、
や
は
り
こ
こ
に
も
同
様
の
構
図
が
認

め
ら
れ
る
。 

 

「
こ
だ
ま
：
〝
恐
山
ス
ケ
ッ
チ
〟
か
ら
」
【
デ
‐

27
】 
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二
十
人
に
近
い
イ
タ
コ
の
口
よ
せ
に
む
ら
が
っ
て
い
る
そ
れ
ら
の
た
ま
り
は
、
あ
の
世
と
こ
の
世
を
取
り
持
つ
イ
タ
コ
に
涙
な
が
ら
に
聞
き
耳
を
た
て
て

い
る
信
者
の
ほ
か
に
、
意
外
な
こ
と
に
、
大
学
生
ら
し
い
男
、
若
い
女
が
真
剣
な
お
も
も
ち
で
ペ
タ
リ
と
す
わ
り
込
ん
で
聞
き
耳
を
立
て
て
い
る
風
景
が

ど
の
た
ま
り
に
も
見
ら
れ
た
。 

 
 

（
略
）
彼
ら
は
し
き
り
と
カ
メ
ラ
を
、
中
に
は
長
尺
の
映
画
撮
影
に
取
り
組
ん
で
い
る
一
団
、
あ
る
い
は
作
家
か
レ
ポ
ー
タ
ー
か
、
大
学
教
授
か
と
い
っ

た
中
年
婦
人
が
熱
心
に
じ
ゅ
文
や
口
よ
せ
を
ノ
ー
ト
し
て
い
る
姿
、
男
女
の
プ
ロ
カ
メ
ラ
マ
ン
ら
し
い
人
た
ち
の
動
き
、
ま
た
そ
ん
な
人
ご
み
の
中
に
Ｎ

Ｈ
Ｋ
の
〝
あ
し
た
こ
そ
〟
の
原
作
者
、
森
村
桂
さ
ん
も
ピ
ン
ク
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
姿
で
案
内
人
と
な
が
め
歩
い
て
い
る
ひ
と
コ
マ
も
あ
り
、
一
昨
年
、
人
通

り
の
な
い
日
の
鬼
気
迫
る
恐
山
行
の
時
と
は
ま
た
違
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
感
慨
で
下
北
観
光
を
果
た
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
す
。 

 

な
お
、
【
デ
‐

27
】
と
同
年
に
掲
載
さ
れ
た
【
東
‐

50
】
が
「
有
名
な
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
を
聞
き
に
来
る
の
は
た
い
て
い
中
年
過
ぎ
か
ら
お
年
寄
り
、
そ
れ

を
見
に
来
る
観
光
客
は
逆
に
若
者
が
圧
倒
的
で
、
こ
の
期
間
の
恐
山
を
訪
れ
る
人
た
ち
の
年
代
は
極
端
だ
と
い
え
る
」
と
し
て
、「
構
造
」
自
体
の
特
徴
を
指
摘

し
て
い
る
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
両
者
の
関
係
性
は
一
九
六
〇
年
代
末
の
時
点
で
既
に
定
着
を
見
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

 

２ 

イ
タ
コ
に
口
寄
せ
を
〝
依
頼
す
る
者
〟
の
増
加 

 

し
か
し
な
が
ら
、
表
象
受
容
者
の
参
入
が
霊
場
に
も
た
ら
し
た
「
変
化
」
と
は
、
決
し
て
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
を
〝
観
る
者
〟
の
発
生
の
み
で
は
な
か
っ
た
。

彼
等
の
消
費
行
動
は
〝
観
る
者
〟
の
み
な
ら
ず
〝
観
ら
れ
る
者
〟
の
側
、
す
な
わ
ち
、
イ
タ
コ
に
口
寄
せ
を
請
う
〝
依
頼
者
〟
を
も
再
生
産
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。 

 

そ
れ
を
最
も
端
的
に
示
す
事
例
は
、
一
九
六
五
年
の
大
祭
時
に
報
じ
ら
れ
た
【
東
‐

40
】
だ
ろ
う
。
こ
の
記
事
は
、
戦
前
に
ブ
ラ
ジ
ル
へ
移
住
し
た
老
婦
人

が
三
六
年
ぶ
り
に
帰
国
し
、
念
願
の
「
恐
山
参
り
」
を
成
就
さ
せ
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
、
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
を
通
し
て
亡
き
夫
や
息
子

と
対
面
を
果
た
す
老
婦
人
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
万
円
（
当
時
）
も
の
渡
航
費
を
支
払
っ
て
「
恐
山
参
り
」
を
行
っ
た
彼
女
の
主
眼
は
、
他
で
も
な

い
口
寄
せ
の
依
頼
に
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
参
詣
に
至
っ
た
経
緯
で
あ
る
。
記
事
に
よ
る
と
、
彼
女
は
「
た
ま
た
ま
六
年
前
に
品
物
を
包
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ん
で
い
た
邦
字
新
聞
で
、
恐
山
と
死
者
の
霊
を
呼
ぶ
と
い
う
イ
タ
コ
の
記
事
を
見
つ
け
た
」
と
い
い
、「
こ
れ
を
切
り
抜
き
、
い
ろ
ん
な
本
を
集
め
て
研
究
、
ど

う
し
て
も
一
度
は
恐
山
に
行
こ
う
と
思
い
立
っ
た
」
の
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
ブ
ラ
ジ
ル
在
住
で
あ
っ
た
老
婦
人
は
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
《
恐
山
の
イ

タ
コ
》
を
知
り
、
こ
の
存
在
（
表
象
）
を
求
め
て
恐
山
へ
と
や
っ
て
来
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
様
相
か
ら
は
「
口
寄
せ
の
依
頼
」
と
い
う
表
象
消
費
の
在
り
方

が
窺
わ
れ
る
。 

 

【
東
‐

40
】
に
も
「
あ
ん
ま
り
人
が
多
い
と
い
う
の
で
、
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
を
あ
と
回
し
に
し
て
地
蔵
堂
で
お
祈
り
を
さ
さ
げ
…
」
と
の
描
写
が
見
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
、
実
際
、《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
が
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
記
事
に
は
、
口
寄
せ
依
頼
者
の
増
加
を
示
唆
す
る
記
述
が
目
立
つ
。
例

え
ば
、
一
九
六
五
年
に
「
〝
肉
親
の
声
の
た
よ
り
〟
を
聞
こ
う
と
い
う
人
々
が
殺
到
し
、
二
、
三
十
分
待
た
な
け
れ
ば
順
番
が
来
な
い
ほ
ど
」
（
【
東
‐

39
】
）

と
伝
え
ら
れ
た
依
頼
者
の
活
況
は
、
一
九
七
二
年
の
大
祭
時
に
は
「
口
寄
せ
を
願
う
人
だ
か
り
で
三
時
間
近
く
も
待
た
さ
れ
る
人
も
い
た
」
（
【
デ
‐

43
】
）
と

さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
口
寄
せ
に
関
し
て
浮
上
し
た
言
語
問
題
も
、
依
頼
者
の
増
加
を
示
す
重
要
な
証
左
と
言
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
民
俗
文
化
で
あ
る
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」

は
、
こ
れ
を
担
う
地
域
社
会
で
使
用
さ
れ
る
言
葉
、
す
な
わ
ち
方
言
で
行
わ
れ
る
の
が
基
本
と
さ
れ
、
加
え
て
、
ユ
ミ
ト
リ
（
父
）
、
ヘ
ラ
ト
リ
（
母
）
と
い
っ

た
独
特
の
言
い
回
し
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
ゆ
え
に
、
地
域
外
部
の
者
に
と
っ
て
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
と
は
、
そ
の
内
容
を
把
握
す
る
の
が
極
め
て
困
難
な
代
物

で
あ
り
、
彼
等
が
依
頼
者
と
な
る
場
合
に
お
い
て
言
語
問
題
の
発
生
は
不
可
避
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。 

 

言
語
に
か
か
る
問
題
は
、
記
事
が
描
く
口
寄
せ
風
景
の
各
所
に
確
認
さ
れ
、
そ
の
中
に
は
、
言
葉
が
分
か
ら
ず
口
寄
せ
内
容
を
理
解
で
き
な
い
依
頼
者
に
対

し
て
「
土
地
の
人
が
説
明
す
る
」
ケ
ー
ス
や
、
イ
タ
コ
自
身
が
「
仏
お
ろ
し
を
終
わ
っ
た
あ
と
標
準
語
に
近
い
こ
と
ば
で
解
説
を
す
る
」
ケ
ー
ス
な
ど
、
個
々

の
レ
ベ
ル
で
問
題
に
対
応
す
る
よ
う
な
様
子
も
見
受
け
ら
れ
た
（
【
デ
‐

17
】
【
東
‐

61
】
）
。
し
か
し
、
や
は
り
各
人
の
対
応
に
は
限
界
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
、

一
九
七
四
年
に
は
、
依
頼
者
か
ら
寺
や
観
光
協
会
な
ど
に
対
し
て
、
「
イ
タ
コ
通
訳
」
の
配
置
を
求
め
る
声
が
上
げ
ら
れ
て
い
る(

【
デ
‐

49
】)

。 

 
 

「
〝
念
力
〟
も
雨
に
は
勝
て
ず 

恐
山
例
大
祭 

〝
イ
タ
コ
通
訳
〟
望
む
声
も
」
【
デ
‐

49
】 

東
京
方
面
か
ら
来
た
人
に
感
想
を
求
め
て
み
る
と
、
「
ま
ず
、
こ
と
ば
が
わ
か
ら
な
い
の
に
閉
口
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
恐
山
で
や
る
の
だ
か
ら
標
準
語
で
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オ
ロ
さ
れ
た
ら
ヘ
ン
な
も
の
だ
が
―
。
だ
か
ら
寺
の
関
係
者
か
、
む
つ
市
観
光
協
会
な
り
が
希
望
者
に
は
〝
イ
タ
コ
通
訳
〟
み
た
い
な
係
員
を
配
置
し
、

お
お
よ
そ
の
内
容
を
紹
介
し
て
や
る
工
夫
が
ほ
し
い
」
（
中
略
）
な
ど
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。 

 
 

イ
タ
コ
の
口
寄
せ
に
お
け
る
言
語
問
題
の
発
生
と
は
、
翻
っ
て
、
口
寄
せ
依
頼
者
の
特
定
地
域
外
部
へ
の
拡
大
を
意
味
す
る
。
よ
っ
て
上
記
の
事
例
と
は
、

い
ず
れ
も
口
寄
せ
を
依
頼
す
る
主
体
の
脱
地
域
的
な
拡
大
、
す
な
わ
ち
依
頼
者
数
の
大
幅
な
増
加
を
示
す
例
と
し
て
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》

と
い
う
表
象
の
普
及
は
、
民
俗
文
化
で
あ
っ
た
イ
タ
コ
を
「
地
域
」
の
枠
組
み
か
ら
解
き
放
ち
、
そ
の
担
い
手
を
日
本
全
国
、
ひ
い
て
は
海
外
ま
で
拡
大
し
た

と
言
え
る
。 

 

３ 

小
括 

 

本
論
冒
頭
に
引
用
し
た
楠
の
記
述
も
そ
う
で
あ
る
が
、
恐
山
に
対
す
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
と
い
う
現
象
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
に
お
い
て
、
宗

教
的
な
目
的
意
識
を
持
た
な
い
「
非
信
仰
者
（
＝
観
光
客
）
」
の
発
生
ま
た
は
増
加
、
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
表
象
普
及
を
背
景
と
し
た
「
観
光
ブ

ー
ム
」
に
基
づ
く
イ
タ
コ
巫
業
の
復
興
を
評
し
て
、
桜
井
徳
太
郎
は
「
そ
の
復
興
は
、
単
な
る
興
行
、
見
世
物
と
し
て
の
そ
れ
で
し
か
な
い
。
信
仰
の
情
熱
に

支
え
ら
れ
な
い
宗
教
行
事
は
、
文
字
通
り
仏
つ
く
っ
て
魂
を
忘
れ
る
形
骸
化
を
免
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
１
６

。 

 

だ
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
表
象
受
容
者
の
参
入
が
、
必
ず
し
も
「
非
信
仰
者
」
の
増
加
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
、
先
に
挙
げ
た
「
ブ

ラ
ジ
ル
か
ら
恐
山
参
り
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
亡
き
肉
親
の
口
寄
せ
を
切
実
に
願
う
表
象
受
容
者
の
姿
は
、
森
勇
男
『
霊
場
恐
山
物
語
』（
北

の
街
社
、
一
九
七
五
年
）
に
も
確
認
さ
れ
、
こ
う
し
た
人
々
の
存
在
は
、
表
象
を
消
費
す
る
者
の
多
様
性
を
示
唆
す
る
と
同
時
に
、
当
地
の
来
訪
者
を
「
信
仰

心
の
有
無
」
と
い
う
個
人
の
心
的
在
り
様
・
意
識
の
観
点
か
ら
問
う
分
析
手
法
の
困
難
さ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。 

 

そ
も
そ
も
、
近
世
期
の
寺
社
参
詣
が
物
見
遊
山
を
兼
ね
て
い
た
よ
う
に
、
聖
地
来
訪
の
目
的
意
識
に
お
い
て
「
信
仰
」
と
「
観
光
」
と
は
相
反
す
る
も
の
で

は
な
い
。
実
際
、「
観
光
客
」
に
対
し
て
「
信
仰
者
」
と
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
旧
来
の
恐
山
参
拝
者
達
も
、
湯
治
や
盆
踊
り
、
雑
談
と
い
っ
た
娯
楽
的
要
素
を

求
め
て
当
地
を
訪
れ
て
い
た
。
ま
た
、
近
年
の
「
宗
教
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
研
究
で
は
、
聖
地
に
根
付
く
伝
統
的
な
信
仰
と
は
異
な
る
も
の
の
、
観
光
体
験
の
深
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ま
り
が
そ
の
体
験
に
宗
教
性
を
生
み
出
す
と
し
て
、
「
観
光
」
自
体
が
有
す
る
宗
教
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
１
７

。 
以
上
の
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
来
訪
者
の
意
識
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
あ
く
ま
で
大
祭
に
立
ち
現
れ
る
現
象
の
観
点
か
ら
、
本
章
で
明
ら
か
と
な
っ
た
二
つ

の
変
化
―
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
を
〝
観
る
者
〟
の
登
場
」
と
「
イ
タ
コ
に
口
寄
せ
を
〝
依
頼
す
る
者
〟
の
増
加
」
―
を
「
霊
場
（
大
祭
）
の
変
化
」
と
い
う
文

脈
の
中
に
位
置
付
け
る
作
業
を
行
え
ば
、
二
つ
の
変
化
は
そ
れ
ぞ
れ
、
（

Ⅰ
）
「
観
る
者
／
観
ら
れ
る
者
（
当
事
者
／
非
当
事
者
）
（
我
々
／
他
者
）
」
と
い
う
構

造
の
発
生
、
（

Ⅱ
）
霊
場
に
お
け
る
非
公
式
的
・
黙
認
的
信
仰
の
中
心
化
、
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。 

ま
ず
、
前
者
は
他
の
聖
地
お
よ
び
祭
り
で
も
生
じ
得
る
変
化
と
言
え
、
恐
山
特
有
の
現
象
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
死
者
」
と
い
う
個
人
的
か
つ
セ
ン
シ
テ

ィ
ブ
な
主
題
を
扱
う
当
地
と
そ
の
大
祭
の
場
合
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
登
場
は
、
〝
観
ら
れ
る
側
〟
に
置
か
れ
た
来
訪
者
、
そ
し
て
霊
場
の
管
理
者
で
あ
る
菩

提
寺
に
と
っ
て
、
極
め
て
厄
介
な
看
過
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
問
題
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
【
東
‐

35
】
に
描
か
れ
た
「
感
き
わ
ま
っ
て
し
ゃ
く
り
あ
げ
る

と
、
す
か
さ
ず
カ
メ
ラ
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
音
が
起
こ
る
。
お
ち
お
ち
口
寄
せ
も
聞
け
な
い
あ
り
さ
ま
」
は
、
そ
う
し
た
問
題
を
よ
く
物
語
る
例
と
言
え
よ
う
。
ま

た
、「
宗
教
儀
礼
に
参
与
し
な
い
来
訪
者
」
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
打
ち
出
す
彼
ら
の
登
場
は
、
霊
場
の
宗
教
性
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
寺
院
に
と
っ
て
容
易
に

は
首
肯
の
し
難
い
事
態
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
（
【
東
‐

17
】
な
ど
）
。 

次
に
後
者
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
恐
山
に
お
け
る
聖
の
在
り
様
の
変
化
、
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
恐
山
信
仰
に
占
め
る
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
の
比
重
の
増

大
を
示
す
。
【
東
‐

7
】
に
も
「
親
、
子
供
の
霊
に
参
拝
、
塔
婆
を
立
て
賽
銭
を
あ
げ
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
を
し
て
貰
つ
て
帰
つ
て
行
く
」
と
い
う
参
拝
様
式
が

見
ら
れ
た
よ
う
に
、
従
来
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
は
、
恐
山
の
大
祭
を
構
成
す
る
死
者
儀
礼
の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
１
８

。
し
か
し
、
《
恐
山
の
イ
タ
コ
／
恐

山
＝
イ
タ
コ
》
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
口
寄
せ
依
頼
者
の
数
を
大
幅
に
増
や
し
た
結
果
、
一
構
成
要
素
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
は
、
当
地
を
代

表
す
る
信
仰
の
地
位
ま
で
上
り
詰
め
、
そ
の
様
子
は
「
霊
場
恐
山
の
〝
花
形
〟
イ
タ
コ
」
（
【
東
‐

61
】
）
、
「
い
ま
で
は
イ
タ
コ
抜
き
の
恐
山
例
大
祭
は
考
え
ら

れ
な
い
と
い
う
ほ
ど
の
モ
テ
よ
う
」
（
【
デ
‐

49
】
）
と
評
さ
れ
る
ま
で
と
な
っ
た
。 

た
だ
し
、
恐
山
に
お
け
る
イ
タ
コ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
霊
場
の
管
理
者
た
る
菩
提
寺
側
の
教
義
に
は
基
づ
か
な
い
、
非
公
式
的
・
黙
認
的
信
仰
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
そ
の
勢
力
拡
大
な
い
し
実
質
的
な
中
心
化
は
、
聖
の
領
域
に
見
る
構
造
上
の
変
化
と
言
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
地
の
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
教
え

で
あ
る
と
こ
ろ
の
仏
教
の
地
位
を
揺
る
が
す
と
い
う
点
で
、
や
は
り
寺
院
に
と
っ
て
頭
の
痛
い
問
題
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 
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第
四
節 

菩
提
寺
に
よ
る
〝
在
る
べ
き
霊
場
像
〟
の
形
成 

 

い
っ
た
い
禅
寺
の
坊
さ
ま
た
ち
は
こ
の
異
様
な
周
囲
を
ど
う
感
じ
、
ど
う
処
理
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
純
正
で
、
正
統
的
で
あ
る
べ
き
は
ず
の
仏
教
が
、

己
れ
の
領
域
に
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
邪
教
と
も
い
う
べ
き
異
質
の
侵
入
を
許
し
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
（
中
略
） 

本
殿
を
案
内
し
て
も
ら
い
な
が
ら
、
若
い
坊
さ
ん
に
聞
い
て
み
た
。
そ
の
中
と
い
っ
た
ら
、
祭
壇
の
ふ
ち
ま
で
お
婆
さ
ん
た
ち
が
黒
々
と
寝
こ
ろ
び
、

あ
ち
こ
ち
の
隅
で
は
イ
タ
コ
が
口
よ
せ
を
や
っ
て
い
る
。
（
中
略
）
坊
さ
ん
は
私
に
言
わ
れ
て
、
初
め
て
気
が
つ
い
た
よ
う
な
顔
を
し
た
。
「
巫
女
は
寺
と

は
何
の
関
係
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
さ
さ
か
プ
ラ
イ
ド
を
示
し
な
が
ら
、
「
本
殿
に
上
っ
て
口
よ
せ
を
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
こ
の
附
近
と
か
サ
イ
の
河
原
に
集
っ
て
く
る
の
は
、
ま
あ
仕
方
が
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
」
と
、
迷
惑
そ
う
な
口
ぶ
り
だ
。
だ
が
、
べ
つ
だ
ん
彼

女
ら
を
追
い
は
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
風
で
も
な
い
。
１
９ 

  

少
々
長
く
な
っ
た
が
、
こ
こ
に
引
用
し
た
の
は
、
一
九
六
二
年
の
大
祭
を
訪
れ
た
岡
本
太
郎
が
、
そ
の
体
験
を
綴
っ
た
『
神
秘
日
本
』
の
一
節
で
あ
る
。
前

章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
一
九
六
二
年
当
時
の
恐
山
は
、
表
象
生
産
者
で
あ
る
有
名
人
達
が
こ
ぞ
っ
て
〝
イ
タ
コ
見
学
〟
を
繰
り
広
げ
た
時
期
、
つ
ま
り
、
彼

ら
の
発
信
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
頼
り
に
一
般
人
の
来
訪
者
が
急
増
す
る
前
夜
の
時
期
に
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
岡
本
が
描
く
上
記
の
様
子
と
は
、
表
象
受
容
者
の
参

入
に
基
づ
く
二
つ
の
変
化
が
顕
在
化
す
る
以
前
の
状
況
を
示
す
も
の
と
言
え
、
と
り
わ
け
、
菩
提
寺
の
イ
タ
コ
に
対
す
る
認
識
が
窺
え
る
点
で
興
味
深
い
。
同

時
に
、
こ
の
描
写
に
は
、
自
身
が
属
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
外
部
で
形
成
さ
れ
た
《
恐
山
の
イ
タ
コ
／
恐
山
＝
イ
タ
コ
》
と
い
う
「
他
者
の
ま
な
ざ
し
」
と
の

接
触
を
経
て
、
自
己
像
を
確
立
し
て
い
く
菩
提
寺
の
姿
が
看
取
さ
れ
る
。 

前
述
の
と
お
り
、
聖
域
と
し
て
の
恐
山
の
守
護
者
か
つ
宗
教
的
権
威
た
る
寺
院
に
と
っ
て
、
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
が
受
容
者
の
存
在
を
介
し
て
当
地
に
も
た

ら
し
た
変
化
と
は
、
霊
場
の
在
り
方
を
著
し
く
動
揺
さ
せ
る
危
機
に
相
違
な
く
、
彼
ら
は
折
に
触
れ
て
こ
う
し
た
状
況
や
そ
の
根
幹
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
に
苦
言

を
呈
し
て
き
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
各
報
道
機
関
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
等
に
対
す
る
個
別
的
な
対
応
に
止
ま
り
、
決
し
て
寺
の
基
本
方
針
と
い
っ
た

形
で
確
固
た
る
意
思
表
示
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
変
化
の
進
行
が
よ
り
深
刻
な
状
況
を
派
生
さ
せ
た
一
九
六
〇
年
代
後
半
以
降
、
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そ
れ
ら
の
対
応
に
追
わ
れ
る
中
で
、
菩
提
寺
は
霊
場
管
理
者
で
あ
る
自
ら
の
指
針
と
し
て
〝
在
る
べ
き
霊
場
像
〟
を
提
示
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。 

〝
在
る
べ
き
霊
場
像
〟
の
形
成
と
は
、「
他
者
の
ま
な
ざ
し
」
と
の
接
触
に
お
い
て
生
じ
た
自
己
像
の
再
編
、
す
な
わ
ち
、
太
田
好
信
が
「
文
化
の
客
体
化
」

で
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
自
文
化
」
創
造
の
営
為
に
他
な
ら
な
い
２
０

。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
現
象
自
体
は
、
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
と
い
う
表
象
が
直
接
的
に
も
た

ら
し
た
変
化
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
二
次
的
変
化
で
は
あ
る
も
の
の
、
や
は
り
こ
れ
も
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
に
起
因
す
る
一
連
の
動
態
の
中
に
位
置

付
け
ら
れ
る
べ
き
現
象
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
獲
得
さ
れ
た
自
己
像
は
、
当
地
に
お
け
る
寺
院
と
イ
タ
コ
と
の
関
係
を
明
確
化
し
、
以
後
の
両
者
の
在
り

方
を
決
定
付
け
た
と
い
う
点
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
。 

前
章
と
同
様
、
新
聞
記
事
を
主
要
な
手
掛
か
り
と
し
た
場
合
、
菩
提
寺
が
〝
在
る
べ
き
霊
場
像
〟
を
対
外
的
に
表
明
す
る
契
機
と
し
て
、
ま
ず
指
摘
さ
れ
る

の
は
、
一
九
六
七
年
の
大
祭
終
了
時
に
浮
上
し
た
「
イ
タ
コ
常
置
論
」
で
あ
る
２
１

。
『
デ
ー
リ
ー
東
北
』
同
年
八
月
七
日
付
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
市
役
所
、
観

光
協
会
、
商
工
会
、
県
土
木
事
務
所
、
警
察
署
、
国
鉄
、
旅
館
組
合
、
交
通
関
係
者
、
さ
ら
に
寺
院
側
が
参
加
し
て
行
な
わ
れ
た
当
年
の
大
祭
に
対
す
る
反
省

会
の
席
上
、
寺
以
外
の
各
機
関
の
意
見
と
し
て
出
さ
れ
た
の
が
「
こ
こ
数
年
来
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
イ
タ
コ
常
置
論
」
で
あ
っ
た
と
い
い
、「
イ
タ
コ
は
大
祭

期
間
中
だ
け
で
な
く
、
山
開
き
か
ら
、
秋
ま
で
置
く
な
ら
ば
観
光
客
に
対
し
て
の
サ
ー
ビ
ス
と
な
り
、
加
え
て
混
雑
す
る
大
祭
を
避
け
て
参
拝
に
く
る
信
者
も

多
く
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
提
案
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。「
サ
ー
ビ
ス
」
と
言
え
ば
主
体
的
な
行
動
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
〝
大
祭
期
間
外
に
イ
タ
コ

を
求
め
て
恐
山
を
訪
れ
る
人
々
の
不
平
不
満
が
関
係
機
関
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
〟
と
い
う
併
記
さ
れ
た
「
実
情
」
を
見
る
限
り
、
お
そ
ら
く
「
イ
タ
コ
常
置

論
」
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
以
上
に
ク
レ
ー
ム
対
応
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 

だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
状
の
危
機
を
助
長
す
る
「
イ
タ
コ
常
置
論
」
は
、
菩
提
寺
に
と
っ
て
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
寺
院
で
は
こ
の

提
案
を
拒
む
に
あ
た
っ
て
、
以
下
の
よ
う
な
霊
場
像
を
提
示
す
る
に
至
っ
て
い
る
。 

 

「
霊
場
か
観
光
地
か
？ 

恐
山 

イ
タ
コ
の
常
置
を 

関
係
機
関
」
、
『
デ
ー
リ
ー
東
北
』
一
九
六
七
年
八
月
七
日
付 

席
上
、
各
機
関
の
意
見
と
し
て
、
（
中
略
）
こ
こ
数
年
来
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
イ
タ
コ
常
置
論
？
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
寺
院
側
は
①
恐
山
境
内

は
昔
か
ら
宗
教
上
の
信
仰
の
場
で
あ
り
、
観
光
の
目
的
で
開
山
し
た
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
観
光
地
で
は
な
い
②
イ
タ
コ
に
つ
い
て
は
、
仏
教
と
の
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つ
な
が
り
は
な
く
信
仰
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
―
と
い
う
理
由
を
あ
げ
、
大
祭
中
の
イ
タ
コ
が
金
を
と
っ
て
い
る
の
は
認
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
般

信
仰
者
と
し
て
扱
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
黙
認
を
し
て
い
る
の
だ
と
反
論
、
だ
か
ら
大
祭
期
間
外
の
特
別
扱
い
は
も
っ
て
の
ほ
か
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
。 

  

つ
ま
り
、
菩
提
寺
は
①
「
信
仰
」
と
「
観
光
」
と
を
切
り
離
し
、
恐
山
を
前
者
に
位
置
付
け
た
う
え
で
、
②
そ
の
「
信
仰
」
の
内
容
に
つ
い
て
区
別
を
行
っ

て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
り
わ
け
②
の
局
面
に
関
し
て
は
、
当
地
に
お
け
る
「
信
仰
」
を
仏
教
と
規
定
し
、
翻
っ
て
、
仏
教
と
教
義
的
な
繋
が
り
を
持
た
な

い
イ
タ
コ
を
そ
の
「
信
仰
」
の
外
側
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
概
括
し
た
場
合
、
当
地
の
信
仰
に
「
正
統
／
非
正
統
」
の
別
を
設
け
る
試
み
に
相

当
す
る
。
た
だ
し
、
仏
教
を
「
正
統
」
と
し
つ
つ
も
、
当
地
を
構
成
す
る
イ
タ
コ
以
外
の
他
の
民
間
信
仰
に
は
言
及
が
な
さ
れ
て
い
な
い
点
に
照
ら
せ
ば
、
前

述
の
行
為
は
仏
教
を
「
正
統
」
に
位
置
付
け
る
営
み
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
イ
タ
コ
が
「
非
正
統
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
営
為
で
あ
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。 

 

高
松
敬
吉
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
一
九
七
〇
年
代
当
時
、
境
内
地
の
外
に
設
け
ら
れ
た
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
で
は
、
霊
場
に
イ
タ
コ
が
常
駐
す
る
と
思
い
や
っ
て
く

る
来
訪
者
に
対
応
す
る
た
め
、
む
つ
市
役
所
と
バ
ス
会
社
が
主
催
者
と
な
っ
て
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
２
２

。
こ
の
事
実
は
、
「
イ

タ
コ
常
置
論
」
の
末
路
を
示
す
と
共
に
、
上
述
の
〝
在
る
べ
き
霊
場
像
〟
が
、
以
降
の
当
地
に
お
い
て
指
針
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
一
定
の
定
着
を
み
た
自
己
像
は
、「
イ
タ
コ
常
置
論
」
問
題
か
ら
九
年
後
の
一
九
七
六
年
に
浮
上
し
た
「
観
光
イ
タ
コ
」
の
発
生
と
い
う
難
問
を
通
じ

て
、
さ
ら
に
明
確
化
し
、
確
固
た
る
像
を
結
ん
で
い
く
。 

 

「
観
光
イ
タ
コ
」
と
は
、
口
寄
せ
を
依
頼
す
る
者
の
増
加
に
乗
じ
て
現
れ
た
、
信
仰
の
裏
打
ち
に
乏
し
い
利
潤
追
求
を
主
眼
と
し
た
「
イ
タ
コ
（
と
見
な
さ

れ
う
る
者
）
」
の
存
在
を
指
す
。
彼
ら
に
対
す
る
苦
情
が
菩
提
寺
に
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
一
九
七
六
年
に
は
遂
に
寺
院
が
「
イ
タ
コ
規
制
」
の
意

向
を
示
す
事
態
へ
と
発
展
し
た
。
従
来
、
寺
と
イ
タ
コ
と
の
共
存
を
支
え
て
き
た
〝
黙
認
〟
と
い
う
ス
タ
ン
ス
が
、
と
う
と
う
崩
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
当
時
既

に
《
イ
タ
コ
の
山
》
と
し
て
知
れ
わ
た
っ
て
い
た
恐
山
の
変
事
は
、
地
方
新
聞
の
み
な
ら
ず
（
【
デ
‐

52
】
）
、
全
国
紙
で
も
報
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。 

 

一
九
七
六
年
九
月
三
日
の
『
読
売
新
聞
（
朝
刊
）
』
に
は
「
〝
観
光
イ
タ
コ
〟
規
制
騒
ぎ 

に
わ
か
修
行
、
偽
者
も
」
と
題
し
た
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
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こ
こ
で
は
「
ろ
く
に
修
行
も
し
て
い
な
い
、
観
光
客
目
当
て
の
偽
の
イ
タ
コ
も
現
れ
た
」「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
料
、
一
昨
年
は
五
百
円
だ
っ
た
の
が
、
昨
年
千
円
、

こ
と
し
は
二
千
五
百
円
も
取
ら
れ
た
」「
口
寄
せ
を
録
音
し
よ
う
と
マ
イ
ク
を
向
け
る
人
に
録
音
料
を
請
求
す
る
イ
タ
コ
ま
で
出
て
い
る
」
等
の
現
状
、
そ
し
て

「
本
当
に
信
仰
に
打
ち
込
ん
で
い
る
イ
タ
コ
も
多
い
が
、
一
部
の
不
心
得
な
イ
タ
コ
の
た
め
に
恐
山
が
汚
さ
れ
て
は
困
る
の
で
、
来
年
か
ら
は
イ
タ
コ
の
数
を

制
限
す
る
な
ど
の
対
策
を
検
討
し
た
い
」
と
の
寺
院
側
の
意
向
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
て
提
出
さ
れ
た
イ
タ
コ
規
制
の
案
は
、
早
く
も
翌
年
（
一
九
七
七
年
）
の
大
祭
時
に
は
実
行
に
移
さ
れ
、
人
数
と
場
所
の
二
点
に
関
し
て
制
限
が
設

け
ら
れ
る
状
況
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
後
者
に
対
す
る
規
制
の
在
り
方
で
あ
る
。
【
東
‐

86
】
に
よ
る
と
、
菩
提
寺
は
ま
ず
人
数
に
関
し
て

三
〇
人
の
制
限
を
設
け
た
う
え
で
、
例
年
、
地
蔵
堂
を
一
周
す
る
よ
う
に
そ
の
軒
下
に
陣
取
っ
て
き
た
イ
タ
コ
を
、
本
堂
を
囲
む
柵
の
外
側
へ
と
移
動
さ
せ
て

い
る
。 

地
蔵
堂
と
は
当
地
の
本
尊
を
安
置
す
る
施
設
で
あ
り
、
い
わ
ば
霊
場
の
公
的
な
中
心
を
な
す
場
所
と
言
っ
て
よ
い
。
よ
っ
て
、
地
蔵
堂
と
イ
タ
コ
と
の
分
離

と
は
、
霊
場
に
お
け
る
イ
タ
コ
の
「
非
正
統
性
」
を
示
す
と
同
時
に
、
仏
教
の
「
正
統
性
」
を
あ
ら
た
め
て
明
確
化
す
る
取
り
組
み
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出

来
よ
う
。
こ
こ
に
「
地
蔵
堂
は
祈
と
う
の
場
で
あ
っ
て
、
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
の
場
で
は
な
い
」
と
い
う
寺
院
の
見
解
を
加
味
す
れ
ば
、
規
制
に
際
し
て
参
照
さ

れ
た
の
は
、
や
は
り
先
に
獲
得
さ
れ
た
自
己
像
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
菩
提
寺
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
〝
在
る
べ
き
霊
場
像
〟
と
は
「
仏
教
に
基
づ
く
信
仰
の
場
」
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
像
の
形
成
は
霊

場
内
で
の
イ
タ
コ
の
商
売
を
制
限
し
、
時
に
「
イ
タ
コ
の
締
め
出
し
」
と
い
っ
た
寺
院
批
判
に
も
繋
が
っ
た
。
霊
場
の
権
威
た
る
寺
院
の
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
と

も
す
れ
ば
、「
他
者
」
の
抑
圧
行
為
と
見
な
さ
れ
、
こ
の
視
点
に
立
脚
し
た
場
合
、
〝
在
る
べ
き
霊
場
像
〟
は
イ
タ
コ
排
除
の
原
理
と
捉
え
ら
れ
て
し
ま
い
か
ね

な
い
。 

だ
が
、
太
田
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
「
能
動
的
主
体
（
支
配
者
）
」
と
「
受
動
的
主
体
（
被
支
配
者
）
」
と
い
う
固
定
化
さ
れ
た
語
り
に
は
、
「
語
ら
れ
る
者
」

が
持
ち
得
る
「
創
造
的
な
主
体
性
」
を
隠
蔽
す
る
リ
ス
ク
が
認
め
ら
れ
る
。
太
田
が
焦
点
化
し
た
の
は
後
者
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
従
来
、
主
体
性
を
付
与
さ

れ
て
き
た
前
者
の
場
合
に
も
、
決
し
て
例
外
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
「
権
力
行
使
の
主
体
」
と
い
う
ま
な
ざ
し
が
、
そ
う
し
た
主
体
の
「
他
者
」
と
の

関
係
に
お
い
て
新
た
な
文
化
を
築
く
創
造
性
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
か
、
と
の
危
惧
で
あ
る
。 
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そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
視
さ
る
べ
き
は
、
他
で
も
な
い
、
菩
提
寺
側
よ
り
発
せ
ら
れ
た
声
で
あ
る
。
む
つ
市
を
中
心
と
し
た
ロ
ー
カ
ル
誌
『
し
も
き
た
』
一

九
八
四
年
七
月
号
の
「
対
談
：
恐
山
―
信
仰
の
変
遷
と
そ
の
将
来
」
に
は
、
住
職
の
「
本
殿
の
回
り
が
口
寄
せ
で
混
雑
す
る
と
、
本
来
の
行
事
に
差
し
障
り
も

出
て
き
ま
す
。
祈
願
を
す
る
場
所
で
、
死
者
の
霊
を
お
ろ
す
口
寄
せ
を
す
る
、
と
い
う
の
も
筋
違
い
で
す
。
そ
れ
で
五
十
一
年
で
し
た
か
、
イ
タ
コ
さ
ん
た
ち

に
、
別
の
場
所
へ
移
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
で
、
マ
ス
コ
ミ
に
は
さ
ん
ざ
ん
た
た
か
れ
ま
し
た
が
、
追
い
出
し
た
と
い
う
の
は
、
事
実
に
反
す
る
の

で
す
」
２
３

と
の
発
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
主
張
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
事
態
を
再
度
見
直
し
て
み
れ
ば
、
確
か
に
菩
提
寺
は
イ
タ
コ
を
「
非
正
統
」
と
み
な
し
、
彼
ら
の
行
動
に
一
定
の
制
限
を

課
し
て
は
い
る
も
の
の
、
決
し
て
霊
場
か
ら
排
除
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
イ
タ
コ
に
与
え
ら
れ
た
「
非
正
統
」
の
位
置
付
け
と
は
、
あ
く
ま
で
「
「
本

来
」（
正
統
）
と
異
な
る
も
の
」
を
明
示
す
る
た
め
の
レ
ッ
テ
ル
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
イ
タ
コ
が
「
非
正
統
な
も
の
」
と
し
て
当
地
で
の
活
動
を

保
証
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
菩
提
寺
の
創
出
し
た
〝
在
る
べ
き
霊
場
像
〟
と
は
、
寺
院
の
外
部
で
生
成
さ
れ
た
《
恐
山
＝
イ
タ
コ
》

と
い
う
「
他
者
の
ま
な
ざ
し
」
に
否
定
の
意
を
表
明
し
な
が
ら
も
、
仏
教
の
教
義
に
準
拠
し
な
い
イ
タ
コ
の
存
在
を
許
す
、
優
れ
た
共
存
戦
略
で
あ
っ
た
と
評

価
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

 

第
五
節 

結
語 

  

「
い
ず
れ
は
こ
ん
な
こ
と
も
消
え
て
ゆ
く
で
し
ょ
う
。
い
ま
の
信
仰
し
て
い
る
人
々
が
亡
く
な
り
、
イ
タ
コ
な
ど
も
消
え
て
い
っ
た
ら
ね
。
寺
と
信
仰
は
、

ま
た
別
の
形
で
存
続
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
す
ま
い
」
２
４

―
こ
れ
は
一
九
六
二
年
に
恐
山
を
訪
れ
た
作
家
・
戸
川
幸
夫
に
対
し
て
、
案
内
役
の
青
年
僧
侶
が
語
っ

た
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
予
想
を
大
き
く
裏
切
り
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
恐
山
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
作
り
出
し
た
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》

と
い
う
表
象
に
よ
っ
て
、
思
い
も
よ
ら
な
い
来
訪
者
の
再
生
産
を
経
験
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
表
象
受
容
者
の
参
入
が
当
地
に
未
曾
有
の
変
化
を
も
た
ら
し
、

こ
れ
を
受
け
て
イ
タ
コ
が
消
え
る
ど
こ
ろ
か
、
霊
場
の
宗
教
的
権
威
で
あ
る
寺
院
を
動
揺
さ
せ
る
ほ
ど
の
勢
力
に
ま
で
成
長
し
た
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
と
お

り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
表
象
に
起
因
す
る
一
連
の
変
化
と
は
、
断
じ
て
「
副
次
的
」「
偽
物
」
と
い
っ
た
文
言
で
片
付
け
ら
れ
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る
代
物
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
戦
後
に
お
け
る
当
地
の
在
り
方
を
決
定
付
け
た
と
い
う
点
で
は
、
最
も
重
要
な
「
現
実
」
で
あ
っ
た
。 

近
世
期
の
版
本
普
及
に
伴
う
略
縁
起
の
流
布
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
普
及
に
伴
う
寺
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
運
営
に
至
る
ま
で
、
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
が
「
聖
」

の
管
理
者
に
自
己
像
発
信
の
様
々
な
手
段
を
与
え
、
そ
の
受
容
者
を
量
的
に
拡
大
し
た
こ
と
は
、
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
う
し
た
社
会
状
況

の
変
化
が
、
皮
肉
に
も
聖
の
領
域
に
与
え
ら
れ
て
い
た
特
権
性
を
奪
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
、
ま
た
一
面
の
事
実
で
あ
る
。 

近
世
の
寺
社
縁
起
と
出
版
文
化
と
の
関
係
を
論
じ
た
加
藤
基
樹
は
、
版
本
の
普
及
に
よ
っ
て
「
「
縁
起
を
語
れ
る
」
と
い
う
「
こ
と
」
が
、
一
山
内
部
（
寺

社
）
か
ら
外
部
（
世
俗
社
会
）
へ
離
れ
、
流
出
す
る
と
い
う
現
象
（
霊
性
世
俗
化
現
象
）
」
が
生
ま
れ
た
と
し
、
「
世
俗
社
会
」
で
形
成
さ
れ
た
言
説
の
寺
社
に

対
す
る
影
響
力
を
鑑
み
た
う
え
で
、
「
近
世
寺
社
と
い
う
の
は
、
「
近
世
出
版
文
化
」
の
影
響
力
と
い
う
一
山
外
部
の
圧
力
に
、
常
に
さ
ら
さ
れ
た
状
況
で
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
」
２
５

と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
は
、
宗
教
の
表
象
主
体
を
宗
教
の
「
内
」
か
ら
「
外
」
へ
と
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ

り
、
結
果
、
宗
教
は
「
他
者
の
ま
な
ざ
し
」
と
の
絶
え
間
な
い
、
交
渉
／
闘
争
の
中
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
状
況
が
、
近
代
以
降
の

情
報
社
会
に
お
い
て
加
速
度
的
に
進
行
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
恐
山
に
見
る
変
化
と
は
、
そ
う
し
た
情
報
社
会
に
お
け
る
宗

教
の
在
り
方
を
象
徴
す
る
出
来
事
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。 

大
衆
文
化
に
確
固
た
る
地
位
を
築
き
、
今
日
で
も
記
号
と
し
て
再
生
産
さ
れ
続
け
る
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
で
は
あ
る
が
、
恐
山
の
現
状
に
目
を
向
け
れ
ば
、

当
地
に
や
っ
て
来
る
「
イ
タ
コ
」
の
数
は
も
は
や
一
桁
台
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
〇
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
二
〇
一
四
年
の
段
階
で
、
そ
の
数
は
僅
か
三
名
で

あ
る
。
近
い
将
来
、
当
地
か
ら
イ
タ
コ
が
消
え
る
の
は
間
違
い
な
い
。
イ
タ
コ
無
き
後
、
恐
山
は
一
体
い
か
な
る
信
仰
の
様
相
を
呈
し
、
菩
提
寺
は
い
か
な
る

霊
場
像
を
創
造
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
今
後
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
。 
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１ 

ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
、
ダ
ニ
エ
ル
・
Ｊ
著 

星
野
郁
美
・
後
藤
和
彦
訳
『
幻
影
の
時
代
』
東
京
創
元
社
、
一
九
六
四
年
、
一
二
七
頁
。 

２ 

沖
縄
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
田
仲
康
博
「
メ
デ
ィ
ア
に
表
象
さ
れ
る
沖
縄
文
化
」
（
伊
藤
守
編
『
メ
デ
ィ
ア

文
化
の
権
力
作
用
』
せ
り
か
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
が
存
在
す
る
。 

３ 

山
中
速
人
「
メ
デ
ィ
ア
と
観
光
―
ハ
ワ
イ
「
楽
園
」
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
と
メ
デ
ィ
ア
」
、
山
下
晋
司
編
『
観
光
人
類
学
』
新
曜
社
、
一
九
九
六
年
、
七
四
頁
。 

４ 

楠
正
弘
『
庶
民
信
仰
の
世
界
―
恐
山
信
仰
と
オ
シ
ラ
サ
ン
信
仰
―
』
未
来
社
、
一
九
八
四
年
、
二
三
頁
。 

５ 

楠
『
庶
民
信
仰
の
世
界
』
、
一
三
八
頁
。 

６ 

こ
う
し
た
状
況
の
背
景
と
し
て
は
、
現
在
の
む
つ
市
大
湊
に
海
軍
の
要
港
部
が
置
か
れ
た
こ
と
で
、
下
北
半
島
に
関
す
る
情
報
が
軍
事
機
密
扱
い
と
な
っ
て

い
た
と
い
う
戦
前
の
事
情
が
指
摘
さ
れ
る
（
高
松
敬
吉
『
巫
俗
と
他
界
観
に
関
す
る
民
俗
学
的
研
究
―
下
北
半
島
の
民
間
信
仰
』
伝
統
と
現
代
社
、
一
九
八

三
年
、
一
一
頁
）
。 

７ 

『
青
森
県
統
計
年
鑑
』
で
は
「
観
光
客
数
」
と
し
て
公
表
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
「
観
光
」
の
枠
に
属
さ
な
い
旧
来
か
ら
の
「
参
拝
者
」
も
含
ま
れ
て
い

る
と
推
察
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
出
典
の
「
観
光
客
数
」
を
「
来
訪
者
数
」
と
読
み
替
え
た
い
。 

な
お
、
「
恐
山
県
立
公
園
」
の
年
間
来
訪
者
数
に
つ
い
て
は
、 

・
一
九
五
六
‐
五
八
年
：
青
森
県
総
務
部
統
計
課
『
昭
和
３
５
年 

青
森
県
統
計
年
鑑
』
（
青
森
県
、
一
九
六
二
年
） 

・
一
九
五
九
‐
六
一
年
：
青
森
県
企
画
部
統
計
課
『
昭
和
３
７
年 

青
森
県
統
計
年
鑑
』
（
同
課
、
一
九
六
四
年
） 

・
一
九
六
二
‐
六
七
年
：
同
『
昭
和
４
２
年 
青
森
県
統
計
年
鑑
』
（
青
森
県
企
画
統
計
課
、
一
九
六
九
年
） 

を
参
照
。
数
値
に
百
の
位
以
下
の
記
載
が
あ
っ
た
場
合
、
引
用
に
際
し
て
は
、
論
者
が
百
の
位
を
四
捨
五
入
し
た
概
数
に
変
換
し
て
い
る
。 

８ 

「
下
北
半
島
国
定
公
園
」
の
年
間
来
訪
者
数
に
つ
い
て
は
、 

・
一
九
六
八
‐
七
五
年
：
青
森
県
企
画
部
統
計
課
『
昭
和
５
０
年 

青
森
県
統
計
年
鑑
』
（
同
課
、
一
九
七
七
年
） 

・
一
九
七
六
‐
八
〇
年
：
同
『
昭
和
５
６
年 

青
森
県
統
計
年
鑑
』
（
同
、
一
九
八
二
年
） 

・
一
九
八
一
～
八
九
年
：
同
『
平
成
元
年 

青
森
県
統
計
年
鑑
』
（
同
、
一
九
九
一
年
） 

を
参
照
。 

９ 

「
下
北
半
島
各
観
光
地
の
入
込
者
数
の
推
移
（
「
恐
山
」
）
」
に
関
し
て
は
、 

・
一
九
六
三
‐
七
四
年
：
む
つ
市
商
工
観
光
課
商
工
係
編
『
商
工
経
済
要
覧 

昭
和
４
９
年
度
』
（
む
つ
市
、
一
九
七
四
年
） 

・
一
九
七
五
‐
七
八
年
：
同
『
商
工
経
済
要
覧 

昭
和
５
４
年
度
』
（
同
、
一
九
八
〇
年
） 

・
一
九
七
九
‐
八
三
年
：
同
『
商
工
経
済
要
覧 

昭
和
５
９
年
度
』
（
同
、
一
九
八
四
年
） 

・
一
九
八
四
‐
八
七
年
：
同
『
商
工
経
済
要
覧 

昭
和
６
３
年
度
』
（
同
、
一
九
八
九
年
） 

を
参
照
。 

１
０ 

「
イ
タ
コ
２
０
人
が
口
寄
せ 

初
の
恐
山
秋
詣
り
始
ま
る
」
、
『
デ
ー
リ
ー
東
北
（
北
奥
羽
総
合
版
）
』
一
九
七
三
年
九
月
二
日
付
。 

１
１ 

青
森
県
青
森
市
に
本
社
を
置
く
東
奥
日
報
社
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
る
地
方
新
聞
。
発
行
形
態
は
朝
夕
刊
セ
ッ
ト
。
一
八
八
八
年
（
明
治
二
一
）
創
刊
。
二

〇
一
二
年
四
月
時
点
の
販
売
部
数
は
、
朝
刊
二
四
万
八
四
五
二
部
、
夕
刊
二
四
万
四
三
七
九
部
で
、
青
森
県
内
に
本
社
を
置
く
地
方
新
聞
で
は
朝
刊
夕
刊
共

に
第
一
位
の
販
売
部
数
を
誇
る
。 
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一
般
社
団
法
人
日
本
Ａ
Ｂ
Ｃ
協
会
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
二
年
下
半
期
の
青
森
県
内
に
お
け
る
世
帯
普
及
率
は
朝
刊
四
二
．
九
九
％
・
夕
刊
四
二
．

二
九
％
で
、
こ
れ
は
地
方
新
聞
以
外
の
新
聞
も
含
め
、
県
内
で
最
も
高
い
普
及
率
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
『
デ
ー
リ
ー
東
北
』
の
シ
ェ
ア
が

高
い
八
戸
市
に
限
っ
て
は
、
朝
刊
四
．
三
七
％
・
夕
刊
三
．
八
八
％
と
極
端
に
低
い
割
合
と
な
っ
て
い
る
。
（
出
典
：
日
本
新
聞
協
会
編
『
日
本
新
聞
年
鑑

２
０
１
３
年
』
、
メ
デ
ィ
ア
・
リ
サ
ー
チ
・
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社
編
『
雑
誌
新
聞
総
か
た
ろ
ぐ
２
０
１
３
年
版
』
、
日
本
Ａ
Ｂ
Ｃ
協
会
編
『
特
別
資
料 

普
及

率 

２
０
１
２
年
７
‐
１
２
月
』
） 

１
２ 

青
森
県
八
戸
市
に
本
社
を
置
く
デ
ー
リ
ー
東
北
新
聞
社
が
発
行
す
る
地
方
新
聞
。
発
行
形
態
は
朝
刊
単
独
。
一
九
四
五
年
一
二
月
創
刊
。
二
〇
一
二
年
四

月
現
在
の
販
売
部
数
は
一
〇
万
三
〇
五
〇
部
で
、
青
森
県
内
に
本
社
を
置
く
新
聞
社
で
は
、
『
東
奥
日
報
』
に
次
ぐ
第
二
位
の
朝
刊
販
売
部
数
を
誇
る
。 

日
本
Ａ
Ｂ
Ｃ
協
会
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
二
年
下
半
期
の
青
森
県
内
に
お
け
る
世
帯
普
及
率
は
一
七
．
一
三
％
で
、
こ
れ
は
朝
刊
部
門
で
『
東
奥
日

報
』
に
次
ぐ
第
二
位
の
普
及
率
で
あ
る
。
地
域
別
の
普
及
率
で
は
、
八
戸
市
の
六
七
．
〇
八
％
を
最
高
値
と
し
て
南
部
地
方
の
地
域
で
高
い
普
及
率
を
示
し

て
い
る
。
し
か
し
、
他
の
地
方
で
は
そ
れ
ほ
ど
普
及
し
て
い
る
状
況
に
な
く
、
こ
の
点
が
『
東
奥
日
報
』
と
は
異
な
る
。
（
出
典
：
前
注
と
同
） 

１
３ 

今
回
の
記
事
収
集
に
あ
た
っ
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
資
料
を
使
用
し
た
が
、
当
館
所
蔵
の
『
デ
ー
リ
ー
東
北
』
は
一
九
四
七
年
七
月
三
一
日
付
、

一
九
四
八
年
七
月
一
四
日
・
一
六
日
・
二
五
日
付
の
紙
面
、
な
ら
び
に
一
九
四
七
年
七
月
の
複
数
の
紙
面
が
欠
号
と
な
っ
て
い
る
。 

１
４ 

中
市
謙
三
「
恐
山
詣
」
、
『
旅
と
伝
説
』
第
一
二
年
二
号
、
一
九
三
九
年
、
一
四
頁
。 

１
５ 

池
上
良
正
は
、
イ
タ
コ
や
カ
ミ
サ
マ
に
よ
る
「
死
者
の
口
寄
せ
」
や
「
生
口
の
口
寄
せ
」
が
戦
時
下
に
お
い
て
活
発
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
『
民

間
巫
者
信
仰
の
研
究
』
、
二
三
一
頁
）
。 

１
６ 

桜
井
徳
太
郎
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム 
上
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
、
九
八
頁
。 

１
７ 

コ
ー
エ
ン
、
エ
リ
ク
著 

遠
藤
英
樹
訳
「
観
光
経
験
の
現
象
学
」
、
『
奈
良
県
立
商
科
大
学
研
究
季
報
』
第
九
巻
一
号
、
一
九
九
八
年
。 

１
８ 

例
え
ば
、
高
松
敬
吉
『
巫
俗
と
他
界
観
に
関
す
る
民
俗
学
的
研
究
』（
伝
統
と
現
代
社
、
一
九
八
三
年
）
に
記
さ
れ
た
東
通
村
猿
ヶ
森
部
落
の
地
蔵
講
に
よ

る
恐
山
参
り
（
夏
ま
い
り
）
の
様
態
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
二
〇
四
‐
二
〇
五
頁
）
。 

 

【
１
日
目
】
卒
塔
婆
納
め
→
上
寺
へ
参
拝
→
境
内
の
地
蔵
様
へ
お
供
え
→
賽
の
河
原
の
地
蔵
様
へ
草
鞋
・
手
拭
い
を
納
め
る
、
奉
納
品
を
貰
い
受
け
る
→
入
浴 

【
２
日
目
】
入
浴
→
イ
タ
コ
の
口
寄
せ 

 

１
９ 

岡
本
太
郎
『
神
秘
日
本
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
四
年
、
二
三
‐
二
四
頁
。 

２
０ 

文
化
人
類
学
の
再
構
築
を
目
指
し
た
太
田
好
信
は
、「
文
化
」
を
「
反
復
に
よ
り
再
生
産
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
外
部
か
ら
の
視
線
を
と
お
し
て
獲
得
さ

れ
る
反
省
的
視
点
に
よ
り
、
操
作
さ
れ
る
対
象
と
し
て
生
み
出
さ
れ
る
」
も
の
と
捉
え
た
う
え
で
、
そ
う
し
た
「
文
化
」
構
築
の
営
為
を
「
文
化
の
客
体
化
」

と
名
付
け
た
（
太
田
好
信
『
〔
増
補
版
〕
ト
ラ
ン
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
思
想
―
文
化
人
類
学
の
再
想
像
―
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
一
〇
年
、
一
三
頁
）
。 

２
１ 

「
霊
場
か
観
光
地
か 

恐
山 

イ
タ
コ
の
常
置
を 

関
係
機
関
」
、
『
デ
ー
リ
ー
東
北
』
一
九
六
七
年
八
月
七
日
付
。 

２
２ 

高
松
『
巫
俗
と
他
界
観
に
関
す
る
民
俗
学
的
研
究
』
、
二
四
‐
二
八
頁
。 

２
３ 

「
対
談
：
恐
山
―
信
仰
の
変
遷
と
そ
の
将
来
」
、
『
し
も
き
た
』
一
九
八
四
年
七
月
号
、
一
〇
頁
。 

２
４ 

戸
川
幸
夫
『
下
北
と
都
井
―
北
と
南
の
岬
の
記
録
―
（
野
生
へ
の
旅

Ⅲ
）
』
新
潮
社
、
一
九
六
三
年
、
二
二
八
頁
。 
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２
５ 

加
藤
基
樹
「
近
世
寺
社
縁
起
の
戦
略
性
―
三
河
国
鳳
来
寺
縁
起
を
事
例
と
し
て
」
、
堤
邦
彦
・
徳
田
和
夫
編
『
寺
社
縁
起
の
文
化
学
』
森
話
社
、
二
〇
〇
五

年
、
七
一
頁
。 
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第
九
章 

恐
山
の
近
代
化
―
大
正
期
の
「
観
光
化
」
を
め
ぐ
っ
て
― 

 

第
一
節 

問
題
の
所
在 

 

《
恐
山
の
イ
タ
コ
／
恐
山
＝
イ
タ
コ
》
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
普
及
は
、
こ
れ
を
受
容
す
る
人
々
を
介
し
て
恐
山
の
様
相
を
一
変
さ
せ
た
。
と
は
言
え
、
こ
こ

で
一
つ
注
視
さ
れ
る
べ
き
は
、
特
定
の
場
に
係
る
表
象
の
普
及
が
来
訪
者
の
増
加
へ
と
直
結
す
る
に
は
、
輸
送
手
段
の
整
備
や
宿
泊
施
設
の
確
保
な
ど
、
場
に

対
し
て
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
素
地
が
あ
る
程
度
出
来
上
が
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
八
章
で
確
認
し
て
き
た
変
化
と
は
、
あ
く
ま
で

「
観
光
地
」
恐
山
の
成
立
を
前
提
と
し
た
現
象
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

で
は
、
恐
山
が
近
代
的
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
の
は
、
一
体
い
つ
頃
だ
っ
た
の
か
。
恐
山
の
通
時
的
変
遷
に
つ
い
て
は
、
過
去
に
も
様
々
な
研

究
者
が
考
察
を
試
み
て
お
り
、
と
り
わ
け
史
学
の
宮
崎
ふ
み
子
が
文
献
史
料
に
基
づ
き
詳
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
宮
崎
が
分
析
対
象
と
し
て
い

る
の
は
近
世
期
に
至
る
ま
で
の
動
態
で
あ
り
、
近
代
期
の
変
遷
は
そ
の
射
程
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
近
代
以
降
の
状
況
に
言
及
し
て
い
る
論
考
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
当
地
の
信
仰
的
局
面
を
、
同
時
代
的
な
文
脈
か
ら
切
り
離
し
た
形
で
断
片
的
に
取
り
上
げ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。 

そ
う
し
た
中
で
、
示
唆
に
富
む
の
は
池
上
良
正
の
指
摘
で
あ
る
。
新
聞
記
事
か
ら
近
代
期
に
お
け
る
恐
山
の
変
遷
を
跡
付
け
た
池
上
は
、
交
通
手
段
の
発
達

や
ホ
テ
ル
建
設
等
の
例
を
挙
げ
た
う
え
で
、
近
代
資
本
に
よ
る
恐
山
の
「
観
光
化
」
が
大
正
期
に
生
じ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 

 

夏
の
例
祭
は
、
大
正
年
間
に
飛
躍
的
な
発
展
が
見
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
道
路
の
整
備
や
交
通
手
段
の
発
達
も
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
大
正
一
一

年
（
一
九
二
三
）
に
は
恐
山
ホ
テ
ル
の
建
築
が
開
始
さ
れ
、
こ
の
年
の
夏
季
祭
礼
中
の
参
詣
者
は
三
万
人
に
達
し
、
寺
で
は
一
七
三
人
の
臨
時
雇
い
を
入

れ
た
と
い
う
。
わ
ず
か
一
〇
数
年
の
あ
い
だ
に
参
詣
者
が
六
倍
に
も
増
え
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。（
中
略
）
近
代
資
本
に
よ
る
恐
山
の
「
観
光
化
」
が
本

格
化
し
た
の
は
、
こ
の
時
期
か
ら
と
推
測
さ
れ
る
。
１ 
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た
だ
し
、
指
摘
に
際
し
て
の
池
上
の
関
心
は
「
霊
性
の
管
理
」
に
あ
る
た
め
、「
観
光
化
」
の
背
景
や
内
実
に
関
し
て
は
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
言
え
よ

う
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
近
代
化
に
伴
う
恐
山
の
変
遷
と
い
う
マ
ク
ロ
な
問
題
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
大
正
期
の
「
観
光
化
」
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
具
体
相

を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

 

第
二
節 

前
史
―
大
湊
線
開
通
以
前
の
近
代
化
の
諸
相
― 

  

池
上
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
恐
山
の
「
観
光
化
」
を
捉
え
る
う
え
で
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
一
九
二
一
年
（
大
正
一
〇
）
に
全

線
開
通
と
な
っ
た
大
湊
線
の
敷
設
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
こ
の
鉄
道
敷
設
が
明
治
期
に
始
ま
る
近
代
化
の
流
れ
の
中
に
生
じ
て
い
る
点
に
鑑
み
れ
ば
、
大
正
期

の
「
観
光
化
」
を
論
じ
る
に
は
、
前
史
の
把
握
が
必
要
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
本
節
で
は
大
湊
線
開
通
以
前
の
段
階
に
焦
点
を
当
て
、
ま
ず
は
近
代
の

到
来
に
伴
う
恐
山
の
変
容
に
つ
い
て
確
認
を
行
い
た
い
。 

 

恐
山
の
成
立
と
発
展
を
跡
付
け
た
宮
崎
ふ
み
子
に
よ
れ
ば
、
恐
山
は
一
八
世
紀
後
半
よ
り
近
国
の
人
々
の
参
詣
地
と
し
て
賑
わ
い
始
め
、
一
八
三
〇
年
代
に

は
十
返
舎
一
九
『
方
言
修
行
金
草
鞋 

第
二
十
一
編
』
（
天
保
元
年
）
と
い
っ
た
道
中
記
が
記
さ
れ
る
ほ
ど
の
有
名
参
詣
地
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
２

。
こ
う
し

た
状
況
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
海
運
と
い
う
当
時
の
輸
送
網
で
あ
る
。 

今
で
こ
そ
「
辺
境
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
下
北
半
島
で
あ
る
が
、
近
世
期
の
当
地
は
主
要
三
航
路
（
東
回
り
・
西
回
り
・
蝦
夷
地
航
路
）
の
結
節
す
る
交
通

の
要
所
と
し
て
栄
え
て
お
り
、
こ
こ
に
出
入
り
し
、「
海
上
安
全
」
を
願
う
諸
国
海
商
の
信
仰
を
集
め
た
結
果
、
一
九
世
紀
の
恐
山
は
物
理
的
に
も
知
名
度
的
に

も
発
展
を
遂
げ
、
遠
隔
地
か
ら
も
参
詣
者
を
集
め
る
よ
う
な
状
況
と
な
っ
て
い
た
３

。
そ
し
て
、
道
中
記
と
い
う
指
南
書
の
存
在
が
、
こ
れ
に
拍
車
を
か
け
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

し
か
し
、
近
代
の
到
来
を
機
に
輸
送
シ
ス
テ
ム
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
チ
ェ
ン
ジ
が
起
き
、
鉄
道
が
輸
送
の
主
流
と
し
て
普
及
す
る
と
、
輸
送
の
要
所
で
あ
っ
た
は

ず
の
下
北
半
島
は
一
転
し
て
僻
地
と
化
し
、
恐
山
の
状
況
に
も
変
化
が
生
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
東
北
本
線
の
前
身
に
当
た
る
「
日

本
鉄
道
」
上
野
‐
青
森
間
の
開
通
で
あ
る
。 
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図 9-１  東北本線の経路と主要駅  

 

１ 

東
北
本
線
（
上
野
‐
青
森
間
）
の
敷
設
に
伴
う
〝
〈
秘
境
〉
化
〟 

周
知
の
と
お
り
、
日
本
に
お
け
る
鉄
道
輸
送
は
、
一
八
七
二
年
（
明
治
五
）
の
官
営
鉄
道
・
新
橋
‐
横
浜
間
の
開
業
に
端
を
発
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
一
〇

年
後
の
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
）
に
は
、
早
く
も
日
本
初
の
私
鉄
で
あ
る
「
日
本
鉄
道
」
が
上
野
‐
青
森
間
を
結
ぶ
路
線
の
敷
設
を
開
始
し
て
お
り
、
同
路

線
は
一
八
九
一
年
（
明
治
二
四
）
に
全
通
と
な
っ
た
。
な
お
、
名
称
に
関
し
て
は
、
日
本
鉄
道
が
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
九
）
に
国
有
化
さ
れ
る
の
に
伴
い
、

現
在
の
「
東
北
本
線
」
の
名
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。 

問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
運
行
経
路
で
あ
る
。
図

9
‐

1
を
見
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
青
森
県
内
に
お
け
る
東
北
本
線
は
、
下
北
半
島
の
玄
関
口
に
当
た
る

野
辺
地
村
に
至
っ
た
後
、
進
路
を
西
に
と
り
一
路
青
森
へ
と
向
か
う
と
い
っ
た
ル
ー
ト

を
取
っ
て
い
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
下
北
半
島
は
鉄
道
輸
送
の
直
接
的
な
恩
恵
に
は
あ

や
か
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
伴
い
、
恐
山
も
ま
た
、
最
寄
駅
で
あ
る
野
辺

地
駅
か
ら
五
〇
ｋ
ｍ
以
上
の
道
程
を
、
〝
鉄
道
以
外
の
手
段
で
〟
移
動
し
な
け
れ
ば
辿

り
着
け
な
い
場
所
と
化
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
近
代
輸
送
の
普
及
に
起
因

す
る
地
理
的
配
置
の
転
換
が
、「
旅
」
に
お
け
る
恐
山
の
位
置
付
け
を
大
き
く
変
え
て
い

く
。 娯

楽
を
主
体
と
し
た
近
代
の
旅
、
す
な
わ
ち
「
観
光
（
ツ
ー
リ
ズ
ム
）
」
と
い
う
新
た

な
旅
の
文
化
を
成
立
せ
し
め
た
の
は
、
他
で
も
な
い
、
近
代
輸
送
の
発
展
で
あ
る
。
ゆ

え
に
、
近
代
輸
送
の
要
で
あ
る
鉄
道
網
か
ら
の
脱
落
と
は
、
同
時
に
、
鉄
道
旅
行
を
念

頭
に
置
い
た
近
代
ツ
ー
リ
ズ
ム
か
ら
の
脱
落
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時

の
旅
行
案
内
書
‐
正
確
を
期
す
れ
ば
、
東
北
本
線
の
全
通
後
、
大
湊
線
開
通
ま
で
に
刊

行
さ
れ
た
旅
行
案
内
書
‐
に
見
る
恐
山
の
様
相
が
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。 
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下
に
挙
げ
た
引
用
は
、
「
鉄
道
院
」
（
大
正
九
年
に
「
鉄
道
省
」
へ
昇
格
）
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
〝
公
式
の
〟
旅
行
案
内
書
に
当
た
る
『
鉄
道
院
線
沿
道
遊

覧
地
案
内
』
明
治
四
三
・
四
四
年
版
と
、
後
の
鉄
道
省
へ
と
刊
行
が
引
き
継
が
れ
る
『
鉄
道
旅
行
案
内
』
大
正
三
‐
七
年
版
の
記
述
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
、
最
寄
り
と
な
る
野
辺
地
駅
の
車
窓
か
ら
陸
奥
湾
の
向
こ
う
に
眺
め
見
る
風
景
と
し
て
恐
山
を
描
い
て
お
り
、
決
し
て
汽
車
を
下
車
し
て
立
寄
る
べ
き

場
所
と
は
紹
介
し
て
い
な
い
。
近
世
期
の
旅
を
め
ぐ
る
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
当
地
の
置
か
れ
た
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
違
い
は
明
白
で
あ
る
。 

 

① 

鉄
道
院
編
『
鉄
道
院
線
沿
道
遊
覧
地
案
内
（
明
治
四
三
・
四
四
年
版
）
』 

野
辺
地
よ
り
鉄
路
西
折
し
て
、
陸
奥
海
湾
に
沿
う
て
走
り
、
遙
に
恐
山
の
威
容
を
仰
ぎ
つ
つ
、
青
森
に
向
つ
て
走
る
４ 

 

②
鉄
道
院
編
『
鉄
道
旅
行
案
内
』 

（
大
正
三
・
四
年
版
） 

【
野
辺
地
】
陸
奥
湾
の
東
南
隅
に
在
り
、
湾
を
隔
て
て
遙
に
恐
山
の
噴
煙
を
望
む
、
此
よ
り
汽
車
は
海
岸
を
縫
う
て
青
森
に
向
ふ
、
風
景
甚
佳
、
｟
馬
門

温
泉
、
西
一
里
半
５ 

 

（
大
正
五
・
六
・
七
年
版
） 

野
辺
地
の
へ
じ 

四
三
〇
哩
四 

陸
奥
湾
の
東
南
隅
に
在
り
、
（
中
略
）
湾
を
隔
て
て
宇
曽
利
山
を
望
む
、
其
中
腹
の
円
通
寺
に
は
慈
覚
大
師
彫
刻
の
地

蔵
尊
が
あ
る
、
野
辺
地
よ
り
汽
車
は
海
岸
を
縫
う
て
青
森
に
向
ふ
、
風
光
甚
佳 

▲
馬
門
温
泉
、
西
一
里
半 

青
森
種
馬
所
、
西
八
町 

▲
大
湊
、
北
二

十
三
浬
、
汽
船
賃
一
円
６ 

  

同
様
の
特
徴
は
、
民
間
が
主
体
と
な
っ
て
発
行
さ
れ
た
旅
行
案
内
書
に
も
確
認
さ
れ
る
。
こ
こ
で
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
田
山
花
袋
『
山
水
小
記
』（
大
正
六
）

と
全
国
名
所
案
内
社
編
『
日
本
巡
遊
汽
車
の
旅
』（
大
正
九
）
は
、
ど
ち
ら
も
〝
テ
ク
ス
ト
内
の
語
り
手
が
実
際
に
汽
車
旅
行
を
体
験
し
て
い
る
〟
と
い
う
体
で
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書
か
れ
た
、
紀
行
文
形
式
の
案
内
書
と
な
っ
て
い
る
。
同
時
代
の
刊
行
物
を
俯
瞰
す
る
限
り
、
こ
う
し
た
体
裁
は
旅
行
案
内
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
し
て
あ
る
程

度
一
般
化
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
た
め
、
そ
れ
ら
中
に
は
、
あ
く
ま
で
旅
を
し
た
「
つ
も
り
」
で
書
か
れ
た
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
一
方

で
、
田
山
花
袋
の
よ
う
に
実
体
験
を
も
と
に
執
筆
し
て
い
る
文
章
も
存
在
す
る
点
に
照
ら
せ
ば
、
紀
行
文
形
式
の
案
内
書
は
、
旅
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
示
す
テ

ク
ス
ト
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
つ
の
旅
の
事
例
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。 

 

田
山
花
袋
『
山
水
小
記
』
富
田
文
陽
堂
、
一
九
一
七
年 

南
部
の
恐
山
は
、
汽
車
が
野
辺
地
か
ら
小
湊
に
行
く
間
の
海
を
越
し
て
、
遙
に
遠
く
指
点
さ
れ
た
。
暗
澹
と
し
た
海
、
岸
を
さ
び
し
く
縫
つ
た
松
並
木
、

弓
弦
を
張
つ
た
や
う
な
半
島
の
汀
線
、
そ
れ
を
越
し
て
遠
く
見
え
る
山
の
頂
き
か
ら
は
、
噴
煙
が
地
を
這
う
や
う
に
し
て
靡
い
た
。
７ 

 

全
国
名
所
案
内
社
編
『
日
本
巡
遊
汽
車
の
旅
』
岡
村
書
店
、
一
九
二
〇
年 

 
 

 

陸
奥
湾
の
内
港
た
る
野
辺
地
湾
が
、
暗
碧
の
色
を
其
前
に
湛
へ
て
広
々
と
見
え
て
い
る
。
其
海
の
向
ふ
に
恐
山
の
円
錐
形
が
仄
々
と
海
の
霧
中
に
霞
ん

で
見
え
る
。
血
ノ
池
地
獄
だ
の
極
楽
濱
だ
の
、
剣
の
山
、
畜
生
道
、
八
大
地
獄
だ
の
が
あ
る
恐
山
。
さ
う
云
ふ
所
を
見
る
為
に
に
、
此
辺
で
下
り
て
、
私

は
も
う
一
度
、
緩
然
し
た
旅
を
し
て
廻
り
た
い
と
思
つ
て
居
る
。
８ 

  

こ
の
よ
う
に
、
近
世
期
の
段
階
で
有
名
参
詣
地
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
、「
訪
れ
る
に
値
す
る
場
所
」
と
い
う
「
旅
」
に
係
る
文
化
的
な
価
値
を
確
立
し
て
い

た
は
ず
の
恐
山
を
、
鉄
道
輸
送
の
普
及
と
こ
れ
に
依
拠
し
た
近
代
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
誕
生
は
、「
訪
れ
る
べ
き
場
所
」
か
ら
「
車
窓
の
風
景
」
へ
と
変
え
て
い
っ
た
。 

鉄
道
に
重
き
が
置
か
れ
る
場
合
、
恐
山
が
未
踏
の
地
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
当
時
の
来
訪
事
例
を
見
て
も
明
ら
か
だ
。
初
期
の
記
録
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
一
八
九
二
年
（
明
治
二
五
）
に
大
祭
期
間
中
の
恐
山
へ
足
を
延
ば
し
た
幸
田
露
伴
の
事
例
で
あ
り
９

、
こ
こ
で
露
伴
は
鉄
道
を
野
辺
地
駅

で
降
り
て
一
泊
し
た
後
、
横
浜
ま
で
の
七
里
（
約
二
七
ｋ
ｍ
）
を
乗
馬
で
進
み
、
そ
こ
か
ら
恐
山
の
登
山
口
に
当
た
る
田
名
部
ま
で
の
七
里
を
馬
車
で
移
動
し

て
い
る
。
だ
が
、
首
尾
よ
く
移
動
し
た
と
は
言
え
、
こ
の
時
点
で
既
に
丸
一
日
を
費
や
し
て
お
り
、
翌
朝
に
な
っ
て
か
ら
一
一
三
丁
（
約
一
二
ｋ
ｍ
）
の
登
山
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道
を
徒
歩
で
霊
場
に
向
か
っ
て
い
る
。 

 
十
四
里
行
く
て
又
其
先
な
り
と
聴
き
、
所
思
相
違
に
厭
気
萌
せ
し
が
、
い
や
い
や
高
が
一
日
路
な
れ
ば
如
是
時
（
論
者
注
：
大
祭
）
来
合
せ
し
も
地
蔵
尊

と
の
因
縁
な
る
べ
し
行
き
て
見
る
べ
し
と
行
き
て
見
ん
、
と
心
に
決
め
、
翌
る
朝
早
く
馬
に
て
立
つ
に
、
七
里
の
賃
銭
五
十
銭
と
は
随
分
廉
か
ら
ね
ど
乗

つ
て
み
れ
ば
鞍
の
上
に
て
さ
へ
倦
き
る
ほ
ど
な
り
。
（
後
略
） 

 

正
午
少
し
過
ぎ
に
横
浜
へ
着
き
、
馬
車
の
田
名
部
へ
帰
る
も
の
あ
り
し
に
乗
じ
て
行
く
（
中
略
）
日
も
や
や
落
ち
か
か
る
ま
で
、
相
も
変
ら
ぬ
海
辺
を
通

り
て
、
漸
く
田
名
部
の
町
見
ゆ
る
あ
た
り
に
到
れ
ば
、（
中
略
）
さ
も
さ
も
陸
奥
ら
し
く
て
、
夏
に
て
さ
へ
如
斯
な
る
秋
な
ど
は
如
何
に
物
悲
し
か
ら
む
と

徐
ろ
に
感
じ
け
る
。
１
０ 

  

ま
た
、
一
九
一
八
年
（
大
正
七
）
の
大
祭
時
に
「
信
仰
物
理
学
」
の
研
究
目
的
で
恐
山
を
訪
れ
た
東
北
帝
大
理
科
大
学
教
授
・
日
下
部
四
郎
太
の
一
行
に
お

い
て
は
１
１

、
徒
歩
と
い
う
移
動
手
段
を
選
択
し
た
こ
と
で
、
野
辺
地
か
ら
横
浜
ま
で
の
七
里
（
約
二
七
ｋ
ｍ
）
に
九
時
間
を
要
し
、
結
局
、
そ
こ
で
一
泊
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
る
１
２

。
そ
し
て
翌
朝
、
田
名
部
ま
で
の
七
里
を
徒
歩
で
進
み
始
め
た
も
の
の
、
落
伍
者
が
出
た
た
め
に
四
里
（
約
一
六
ｋ
ｍ
）
の
道
程
に
九

時
間
を
費
や
し
、
残
り
の
三
里
（
約
一
二
ｋ
ｍ
）
を
荷
車
で
急
行
し
て
、
ど
う
に
か
夜
ま
で
に
田
名
部
の
旅
館
へ
辿
り
着
く
よ
う
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
１
３

。

日
下
部
の
記
録
に
は
、
野
辺
地
と
半
島
を
結
ぶ
汽
船
の
存
在
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
運
航
の
不
安
定
さ
か
ら
、
そ
の
利
用
に
は
ど
う
や
ら
難
が
あ
っ
た
よ
う

だ
。
一
行
が
野
辺
地
で
受
け
た
説
明
を
見
る
限
り
、
野
辺
地
駅
か
ら
恐
山
ま
で
の
旅
路
は
、
お
世
辞
に
も
整
備
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。 

 

午
後
二
時
半
野
辺
地
駅
に
下
車
し
運
送
店
に
向
へ
ば
今
日
の
汽
船
に
は
既
に
遅
れ
明
日
は
汽
船
の
有
無
未
定
で
あ
る
毎
日
々
々
来
る
事
も
あ
れ
ど
隔
日
に

来
る
場
合
も
あ
る
故
明
後
日
迄
に
は
間
違
無
し
で
あ
る
と
頗
る
暢
気
な
も
の
で
あ
る
。
一
行
は
何
れ
も
膝
栗
毛
に
鞭
打
た
ん
と
の
説
に
一
致
し
た
が
横
浜

迄
は
七
里
あ
る
午
後
三
時
半
過
ぎ
か
ら
七
里
の
徒
歩
は
初
日
に
は
無
理
で
あ
る
其
途
中
な
る
有
戸
は
村
役
場
も
な
き
寒
村
で
あ
る
宿
屋
が
な
い
、
但
し
宿
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図 9-2 「明治四十二年九月  国民新聞

社主催  東北遊覧会回遊地図」（東北芸

術工科大学東北文化研究センター所蔵） 

惣
代
が
居
る
か
ら
其
処
に
頼
め
ば
一
泊
す
る
事
が
出
来
る
乎
も
知
れ
ん
な
ど
と
心
細
い
話
の
み
で
あ
る
。
１
４ 

 

以
上
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
最
寄
駅
の
置
か
れ
た
野
辺
地
か
ら
恐
山
ま
で
の
往
復
に
は
、
最
短
で
も
三
日
の
日
数
を
要
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
費
用
や

労
力
、
そ
し
て
輸
送
環
境
を
考
え
て
み
て
も
、
そ
の
行
程
は
決
し
て
近
代
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
特
徴
付
け
る
〝
容
易
な
旅
〟
と
成
り
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
鉄
道
と
い
う
主
要
輸
送
網
か
ら
漏
れ
出
る
こ
と
で
、
恐
山
は
近
代
化
の
進
展
と
共
に
、
逆
行
し
て
〈
秘
境
〉
と
化
し
て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。
図

9

‐

2
は
、
一
九
〇
九
年
（
明
治
四
二
）
に
国
民
新
聞
社
主
催
で
実
施

さ
れ
た
旅
行
イ
ベ
ン
ト
「
東
北
遊
覧
会
」
の
回
遊
地
を
示
し
た
絵
葉

書
で
あ
る
が
１
５

、
こ
の
図
は
当
時
の
鉄
道
旅
行
に
お
け
る
下
北
半
島
、

そ
し
て
恐
山
の
在
り
様
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。 

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
既
述
の
よ
う
な
「
〈
秘
境
〉

化
」
が
、
あ
く
ま
で
〝
鉄
道
輸
送
〟
を
主
軸
に
据
え
た
近
代
化
の
一

面
を
捉
え
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
近
代
輸
送
の
発

展
は
、
下
北
半
島
を
外
界
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
陸
の
孤
島
に
し
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
鉄
道
と
は
異
な
る
位
相
の
近
代
化
、
そ
れ
は
先
に

少
し
触
れ
た
汽
船
輸
送
の
発
達
で
あ
る
。 

 

２ 

汽
船
就
航
と
恐
山
参
詣
の
活
発
化 

陸
奥
湾
内
や
そ
の
外
海
に
当
た
る
津
軽
海
峡
で
は
、
明
治
初
期
の
段
階
か
ら
、
下
北
半
島
の
大
湊
や
大
間
等
の
港
と
対
岸
の
青
森
や
北
海
道
と
を
繋
い
で
、

汽
船
の
定
期
運
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
１
６

（
航
路
に
つ
い
て
は
、
図

9
‐

3
を
参
照
）
。
在
地
の
研
究
者
で
あ
る
鳴
海
健
太
郎
が
「
下
北
の
近

代
化
は
〝
海
上
交
通
〟
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
言
っ
て
言
え
な
く
も
あ
り
ま
せ
ん
」
１
７

と
述
べ
る
よ
う
に
、
日
本
初
の
鉄
道
開
業
か
ら
僅
か
五
ヶ
月
後
の
一
八
七
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図 9-3 陸奥湾内・津軽海峡における汽船の発着地  

三
年
（
明
治
六
）
二
月
に
は
、
早
く
も
開
拓
使
函
館
支
庁
の
御
用
汽
船
「
弘
明
丸
」
が
函
館
‐

青
森
‐
大
湊
の
航
路
で
定
期
運
航
（
月
三
回
）
を
始
め
て
い
る
１
８

。
こ
れ
ら
の
汽
船
は
郵
便
物

や
貨
物
の
輸
送
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
客
船
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て
い
た
と

い
う
。 

そ
の
後
、
東
北
本
線
が
全
通
と
な
っ
た
明
治
二
〇
年
代
に
は
、
青
森
‐
蟹
田
‐
脇
野
沢
‐
川

内
‐
大
湊
を
結
ぶ
定
期
船
や
、
青
森
・
室
蘭
‐
大
湊
間
で
の
定
期
航
海
が
開
始
さ
れ
、
さ
ら
に

明
治
三
〇
年
代
に
入
る
と
、
下
北
を
本
拠
地
と
す
る
陸
奥
汽
船
合
資
会
社
（
一
九
〇
二
年
に
陸

奥
汽
船
株
式
会
社
へ
と
改
称
）
と
東
北
汽
船
株
式
会
社
（
一
九
〇
七
年
に
陸
奥
汽
船
株
式
会
社

と
合
併
）
に
よ
っ
て
、
東
北
本
線
の
通
る
野
辺
地
と
大
湊
、
青
森
間
を
結
ぶ
定
期
航
路
が
開
か

れ
て
い
る
。 

し
た
が
っ
て
、
東
北
本
線
全
通
の
前
後
に
は
半
島
の
玄
関
口
に
当
た
る
野
辺
地
や
、
鉄
道
の

終
着
点
で
あ
る
青
森
か
ら
恐
山
山
麓
の
大
湊
ま
で
汽
船
が
就
航
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
鉄
道

網
か
ら
漏
れ
出
た
と
は
言
え
、
下
北
半
島
は
決
し
て
近
代
輸
送
機
関
以
外
で
し
か
来
訪
の
叶
わ
な
い
場
所
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

陸
奥
湾
内
外
に
お
け
る
汽
船
の
就
航
は
、
下
北
半
島
と
航
路
で
結
ば
れ
た
地
域
で
の
恐
山
参
詣
を
促
進
す
る
役
割
を
果
た
し
た
と
み
ら
れ
る
。 

例
え
ば
、「
恐
山
参
詣
」
と
題
さ
れ
た
『
東
奥
日
報
』
一
九
〇
三
年
（
明
治
三
六
）
八
月
一
五
日
の
記
事
に
は
、「
当
市
（
論
者
注
：
青
森
市
）
附
近
よ
り
年
々

下
北
郡
恐
山
に
参
詣
に
赴
く
者
多
数
な
る
か
本
年
も
最
早
や
其
時
期
な
る
を
以
て
昨
日
福
栄
丸
に
て
南
北
（
論
者
注
：
津
軽
）
両
郡
及
当
市
附
近
の
老
幼
男
女

五
十
余
名
出
帆
せ
り
尤
も
次
回
の
航
海
よ
り
は
一
層
多
数
の
乗
船
あ
ら
ん
」
と
の
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
１
９

。
「
福
栄
丸
」
は
一
八
九
八
年
（
明
治
三

一
）
二
月
よ
り
就
航
と
な
っ
た
定
期
船
で
あ
り
、
大
湊
を
起
点
に
野
辺
地
・
青
森
間
で
隔
日
運
航
を
行
っ
て
い
た
２
０

。 

ま
た
、
一
八
九
二
年
（
明
治
二
五
）
の
大
祭
に
参
与
し
た
幸
田
露
伴
は
、
野
辺
地
で
一
泊
し
た
際
、
宿
の
者
よ
り
「
来
る
十
七
日
旧
暦
の
廿
四
日
は
一
年
の

大
祭
に
て
、
今
よ
り
近
郷
近
在
の
男
女
遠
き
は
津
軽
松
前
の
者
ま
で
参
詣
群
衆
し
、
御
籠
り
致
し
て
居
り
ま
す
る
」
２
１

と
教
え
ら
れ
て
い
る
が
、
陸
奥
湾
内
外
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の
交
通
事
情
を
踏
ま
え
る
に
、
こ
の
「
津
軽
松
前
の
者
」
は
汽
船
を
利
用
し
た
参
詣
者
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
九
二
九
年
（
昭
和
四
）
刊
行
の
中
道
等
『
奥

隅
奇
譚
』
は
、
大
湊
線
の
利
便
性
に
触
れ
た
う
え
で
、「
汽
車
に
拠
ら
ぬ
人
は
、
汽
船
を
利
用
し
た
。
青
森
、
野
辺
地
か
ら
湾
を
横
切
つ
て
大
湊
へ
通
つ
て
居
る
。

津
軽
方
面
か
ら
の
登
山
者
は
、
大
概
こ
の
汽
船
を
使
用
し
た
も
の
ら
し
い
」
２
２

と
述
べ
て
い
る
点
に
鑑
み
れ
ば
、
鉄
道
が
恐
山
参
詣
の
主
要
な
交
通
手
段
と
な

っ
た
後
も
、
汽
船
は
こ
れ
と
並
存
す
る
形
で
参
詣
の
足
を
担
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

つ
ま
り
、
恐
山
に
押
し
寄
せ
た
近
代
化
の
第
一
波
は
、
当
地
を
ツ
ー
リ
ズ
ム
上
の
〈
秘
境
〉
と
位
置
付
け
、
脱
地
域
的
な
来
訪
者
へ
の
門
戸
を
閉
ざ
す
一
方
、

汽
船
輸
送
の
発
達
に
よ
っ
て
近
隣
地
域
か
ら
の
参
詣
を
促
進
す
る
と
い
う
、
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
二
面

性
を
踏
ま
え
る
場
合
、「
観
光
化
」
に
先
立
つ
恐
山
の
変
容
と
は
、
一
九
世
紀
以
前
の
よ
う
な
〝
地
域
的
霊
場
〟
へ
の
逆
行
を
志
向
す
る
も
の
と
し
て
理
解
が
可

能
で
あ
る
。
近
代
化
の
過
程
で
ロ
ー
カ
ル
化
し
た
か
つ
て
の
有
名
参
詣
地
を
、
近
代
の
「
旅
」
の
俎
上
に
再
配
置
す
る
試
み
、
そ
れ
が
大
湊
線
開
通
に
端
を
発

す
る
恐
山
の
「
観
光
化
」
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

 

第
三
節 

大
湊
線
の
開
通
と
恐
山
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化 

 

「
観
光
化
」
の
契
機
を
な
し
た
と
考
え
ら
れ
る
大
湊
線
は
、
一
九
二
一
年
（
大
正
一
〇
）
三
月
に
野
辺
地
‐
陸
奥
横
浜
間
が
先
行
し
て
開
業
を
果
た
し
、
同

年
九
月
の
陸
奥
横
浜
‐
大
湊
を
も
っ
て
全
線
開
通
（
約
五
八
ｋ
ｍ
）
と
な
っ
た
（
経
路
は
図

9
‐

4
を
参
照
）
。
軽
便
鉄
道
法
に
基
づ
い
て
着
工
さ
れ
、
「
大
湊

線
」
の
名
称
は
一
九
二
二
年
（
大
正
一
一
）
に
国
有
化
さ
れ
た
際
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。 

寺
社
と
鉄
道
敷
設
と
聞
い
て
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
伊
勢
の
「
参
宮
線
」
や
川
崎
の
「
京
急
大
師
線
」
の
よ
う
な
、
寺
社
参
詣
を
目
的
に
据
え
た
路
線
の

存
在
だ
ろ
う
。
だ
が
、
大
湊
線
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
の
敷
設
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
一
九
〇
五
年
（
明
治
三
八
）
の
大
湊
要
港
部
の
開
庁
で
あ
る
。
ゆ
え

に
、
恐
山
参
詣
を
念
頭
に
作
ら
れ
た
路
線
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。 

と
は
言
え
、
同
路
線
の
完
成
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
下
北
半
島
は
鉄
道
輸
送
網
の
中
に
編
入
さ
れ
、
恐
山
山
麓
の
田
名
部
に
も
駅
（
田
名
部
駅
と
し
て
開
業
。

一
九
四
八
年
に
赤
川
駅
と
改
称
）
が
開
業
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
こ
の
出
来
事
は
、
恐
山
を
め
ぐ
る
状
況
に
大
き
く
三
つ
の
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。 
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図 9-４  大湊線の経路と主要駅  

 

１ 

参
詣
の
容
易
化 

第
一
に
、
輸
送
機
関
の
発
達
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
参
詣
に
係
る
移
動
を
格

段
に
容
易
化
し
た
。
か
つ
て
陸
路
で
一
日
が
か
り
だ
っ
た
野
辺
地
‐
田
名
部
間
の
五

三
ｋ
ｍ
を
、
大
湊
線
は
わ
ず
か
一
時
間
五
五
分
の
行
程
に
変
え
て
い
る
２
３

。
加
え
て
、

鉄
道
開
通
と
同
年
に
は
、
田
名
部
駅
‐
恐
山
間
で
自
動
車
に
よ
る
旅
客
輸
送
も
開
始

さ
れ
た
２
４

。「
恐
山
一
里
手
前
ま
で
駅
（
論
者
注
：
田
名
部
駅
）
か
ら
七
円
五
十
銭
、

登
山
口
ま
で
は
五
十
銭
」
２
５

と
い
う
運
賃
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
実
用
性
に
は
疑
問
が

残
る
。
だ
が
、
事
実
上
、
近
代
的
な
陸
上
交
通
の
み
に
よ
る
恐
山
参
詣
が
実
現
し
、

恐
山
は
野
辺
地
か
ら
最
短
三
時
間
で
辿
り
着
け
る
場
所
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。 

上
記
の
交
通
革
命
が
恐
山
参
詣
を
い
か
に
〝
容
易
な
旅
〟
と
し
た
か
は
、
大
湊
線

開
通
後
の
参
詣
事
例
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
一
九
二
六
年
（
大

正
一
五
）
に
朝
日
新
聞
記
者
・
杉
村
楚
人
冠
に
よ
っ
て
連
載
さ
れ
た
紀
行
文
、
「
恐
山
行
」
２
６

を
取
り
上
げ
た
い
。
青
森
市
で
仕
事
を
済
ま
せ
た
楚
人
冠
は
、

青
森
駅
か
ら
東
北
本
線
で
野
辺
地
に
至
り
、
同
地
か
ら
大
湊
線
で
恐
山
を
目
指
し
て
い
る
。 

 

青
森
の
講
演
を
す
ま
せ
て
後
、
恐
山
ま
で
行
つ
て
見
よ
う
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
た
。
（
中
略
） 

青
森
か
ら
東
の
方
野
辺
地
に
出
で
、
こ
こ
か
ら
大
湊
線
に
乗
り
か
へ
て
北
へ
北
へ
と
進
む
。
満
目
荒
涼
、
樹
も
何
も
な
い
枯
野
で
、
人
も
家
も
見
え
な

い
。
日
本
に
も
こ
ん
な
ば
ア
と
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
か
と
思
ふ
ほ
ど
大
陸
臭
い
。
野
辺
地
か
ら
大
湊
ま
で
三
十
六
マ
イ
ル
の
間
に
停
車
場
が
四
つ
し
か
な

い
。
有
戸
駅
と
横
浜
駅
の
間
な
ど
は
十
二
マ
イ
ル
七
分
な
ど
と
い
ふ
、
内
地
に
は
珍
し
い
長
丁
場
だ
。 

 
 

 

道
が
悪
い
の
か
、
車
が
不
出
来
な
の
か
、
そ
れ
と
も
風
が
強
い
た
め
か
、
列
車
は
べ
ら
ぼ
う
に
揺
れ
る
。
（
中
略
） 
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大
湊
の
一
つ
手
前
の
田
名
部
と
い
ふ
に
車
を
下
る
。
２
７ 

 

車
両
の
乗
り
心
地
に
こ
そ
問
題
が
あ
っ
た
と
は
言
え
、
幸
田
露
伴
が
約
三
〇
年
前
に
馬
・
馬
車
・
徒
歩
で
一
日
以
上
を
要
し
た
道
程
を
、
楚
人
冠
は
さ
ほ
ど

の
苦
も
無
く
数
時
間
で
消
化
し
、
田
名
部
に
至
っ
て
い
る
。
何
よ
り
注
目
さ
れ
る
の
は
、
青
森
で
の
講
演
後
、
非
常
に
軽
い
気
持
ち
で
恐
山
行
き
を
決
め
た
楚

人
冠
の
態
度
だ
。
単
に
土
地
勘
が
無
か
っ
た
だ
け
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
う
し
た
態
度
に
は
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
お
け
る
恐
山
の
変
化
が
窺
わ
れ
る
。 

田
名
部
に
到
着
し
た
楚
人
冠
は
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
の
如
く
、
そ
こ
か
ら
自
動
車
の
乗
り
、
山
上
の
霊
場
を
目
指
し
て
い
る
。 

 

田
名
部
か
ら
自
動
車
に
乗
る
。
先
方
ま
で
ゆ
き
着
け
る
か
ど
う
か
請
合
ひ
か
ね
る
と
初
め
か
ら
や
ら
れ
る
。 

 
 

 

汽
車
で
さ
へ
あ
の
ゆ
れ
方
で
あ
つ
た
か
ら
、
自
動
車
の
ゆ
れ
方
は
察
す
る
に
余
り
あ
り
。
が
つ
く
り
と
溝
の
や
う
に
お
ち
こ
ん
だ
二
條
の
輪
立
の
跡
へ

踏
み
こ
ま
せ
ま
い
と
、
車
は
右
に
左
に
首
を
ふ
り
な
が
ら
進
む
。
（
中
略
） 

 
 

道
ぬ
か
る
み
て
車
進
ま
ず
、
タ
イ
ヤ
に
鎖
を
ゆ
は
ひ
つ
け
て
、
辛
う
じ
て
進
ん
だ
が
、
と
う
と
う
あ
と
五
十
町
と
い
ふ
と
こ
ろ
ま
で
来
て
、
車
は
ど
ん
ぶ

り
と
泥
の
中
に
お
ち
こ
ん
で
し
ま
つ
た
。 

 
 

 

仕
方
が
な
い
か
ら
車
を
す
て
て
歩
き
出
す
。
２

８ 

  

田
名
部
と
霊
場
と
を
結
ぶ
登
山
道
の
整
備
は
、
大
湊
線
の
完
成
に
先
立
つ
一
九
一
七
年
（
大
正
六
）
に
着
手
さ
れ
、
一
九
二
四
年
（
大
正
一
三
）
に
ひ
と
ま

ず
完
了
し
て
お
り
、
中
道
等
は
こ
れ
を
指
し
て
「
立
派
な
道
路
」
と
表
し
て
い
る
２
９

。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
完
成
度
は
、
自
動
車
の
安
定
的
な
運
行
を
保
障

す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
悪
路
ゆ
え
、
五
ｋ
ｍ
程
手
前
か
ら
徒
歩
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
楚
人
冠
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
当
日
中
に
霊
場
入
り
し
、

日
没
前
に
は
境
内
の
観
覧
を
済
ま
せ
て
湖
畔
の
ホ
テ
ル
に
引
き
上
げ
て
い
る
。「
こ
の
荒
れ
さ
び
た
山
の
奥
の
湖
水
の
側
に
ち
や
ん
と
し
た
旅
館
が
立
つ
て
い
て
、

自
動
車
で
往
復
出
来
る
と
い
ふ
こ
と
は
た
し
か
に
慈
覚
大
師
を
一
驚
せ
し
む
る
に
足
り
る
」
３

０

と
い
う
彼
の
言
葉
は
、
一
連
の
輸
送
機
関
の
発
達
に
伴
う
参
詣

の
容
易
化
を
象
徴
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。 
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２ 
恐
山
開
発
論
の
高
ま
り 

第
二
の
変
化
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
恐
山
開
発
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
で
あ
る
。
鉄
道
敷
設
が
集
客
へ
の
期
待
と
結
び
付
き
、
観
光
資
源
の
掘
り
起

こ
し
が
行
わ
れ
た
結
果
、
下
北
地
方
で
は
恐
山
の
開
発
を
主
張
す
る
言
論
が
活
気
を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

下
記
の
引
用
は
、
下
北
半
島
初
の
地
方
史
に
当
た
る
笹
澤
魯
羊
『
下
北
郡
地
方
誌
（
再
販
）
』
（
一
九
二
六
年
）
に
収
録
さ
れ
た
、
酒
井
隆
吉
「
株
式
会
社
恐

山
遊
園
地
を
興
す
べ
し
」
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。
酒
井
隆
吉
は
樺
太
庁
内
務
部
長
を
務
め
て
い
た
人
物
で
、
本
稿
の
執
筆
経
緯
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
定
か

で
な
い
。
現
行
の
「
仏
教
信
者
の
地
獄
詣
り
」
や
「
学
生
連
の
登
山
」
を
恐
山
の
「
真
価
」
で
は
な
い
と
し
た
う
え
で
、
酒
井
は
「
温
泉
地
」
「
避
暑
地
」
「
名

勝
地
」
の
三
点
に
価
値
を
見
出
し
、
こ
れ
を
活
か
す
た
め
に
、
恐
山
を
中
心
と
す
る
各
種
設
備
や
交
通
機
関
の
整
備
に
資
本
を
放
下
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。 

 

真
に
夏
知
ら
ず
の
好
避
暑
地
で
あ
る
、
温
泉
地
と
し
て
は
泉
量
の
豊
富
な
る
と
、
効
能
の
顕
著
な
る
と
共
に
、
対
岸
の
名
温
泉
北
海
道
登
別
に
譲
ら
ざ
る

も
の
が
あ
る
、（
中
略
）
釜
臥
大
湊
等
を
包
括
し
た
る
一
帯
の
風
景
と
、
無
量
地
獄
の
状
況
を
眼
の
あ
た
り
彷
彿
す
る
奇
観
に
至
り
て
は
、
全
国
温
泉
中
稀

に
見
る
勝
地
で
あ
る
、
（
中
略
） 

さ
れ
ば
当
該
地
方
有
力
者
、
特
に
地
元
地
方
有
力
者
は
宜
し
く
卒
先
、
大
奮
発
し
て
株
式
会
社
恐
山
遊
園
地
と
い
ふ
が
如
き
、
半
営
利
会
社
を
創
設
し
て
、

恐
山
を
中
心
と
す
る
温
泉
設
備
、
旅
館
設
備
、
浴
客
、
避
暑
客
に
対
す
る
慰
安
設
備
よ
り
、
交
通
機
関
等
の
完
成
に
資
本
を
放
下
し
、
一
は
以
て
此
の
無

比
の
勝
地
を
広
く
天
下
に
紹
介
し
、
一
は
以
て
此
の
天
与
の
資
源
を
利
用
し
て
、
地
方
住
民
の
福
祉
増
進
に
寄
与
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
３
１ 

 

大
湊
線
の
敷
設
と
共
に
持
ち
上
が
っ
た
「
恐
山
開
発
論
」
は
、
上
記
の
「
株
式
会
社
恐
山
遊
園
地
」
よ
ろ
し
く
、
そ
の
全
て
が
日
の
目
を
見
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
と
は
言
え
、
な
か
に
は
実
行
に
移
さ
れ
た
計
画
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
恐
山
開
発
論
の
活
況
を
伝
え
る
一
九
二
二
年
（
大
正
一
一
）
の
『
東
奥
日

報
』
に
は
「
大
湊
の
有
志
が
ホ
テ
ル
の
建
設
を
計
画
し
て
い
る
」
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
計
画
は
具
現
化
し
、
一
九
二
二
‐
一
九
二
三
年
（
大
正
一

一
‐
一
二
年
）
頃
、
霊
場
脇
に
「
恐
山
ホ
テ
ル
」
が
開
業
し
て
い
る
。 
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図 9-5 「恐山ホテルの景」（大道蔵）  

図

9
‐

5
は
、
「
恐
山
ホ
テ
ル
の
景
」
と
題
さ
れ
た
絵
葉
書
の
写
真
で
あ
る
。
従
来
知
ら
れ
て
き
た
「
恐

山
ホ
テ
ル
の
遠
望
」（
熊
谷
徳
寿
編
『
奥
州
南
部
恐
山
写
真
帖
（
大
正
版
一
三
年
版
）
』
に
収
録
。
本
誌
は
『
青

森
県
史 

民
俗
編 

資
料
下
北
』
で
復
刻
さ
れ
て
い
る
）
と
は
異
な
り
、
こ
の
写
真
か
ら
は
和
風
の
木
造
建

築
で
、
眼
前
の
宇
曽
利
湖
を
一
望
す
る
よ
う
に
取
り
付
け
ら
れ
た
縁
側
等
の
様
子
を
は
っ
き
り
と
確
認
す
る

こ
と
が
出
来
る
。
前
掲
の
「
恐
山
行
」
で
言
及
し
た
「
湖
畔
の
ホ
テ
ル
」
と
は
、
他
な
ら
ぬ
恐
山
ホ
テ
ル
の

意
で
あ
り
、
本
稿
に
お
い
て
楚
人
冠
は
「
夜
静
か
に
し
て
四
辺
に
一
点
の
燈
光
を
見
ず
、
淡
い
月
影
に
湖
の

水
が
白
い
」
３
２

と
、
縁
側
か
ら
の
眺
め
を
綴
っ
て
い
た
。 

ま
た
、
八
戸
の
郷
土
史
家
で
、
教
員
で
も
あ
っ
た
小
井
川
潤
次
郎
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
、
旧
制
小
学
校
の
修

学
旅
行
の
引
率
で
恐
山
を
訪
れ
た
際
、
当
該
ホ
テ
ル
に
宿
泊
し
た
と
の
記
述
が
見
受
け
ら
れ
る
３
３

。
同
じ
南

部
地
方
に
区
分
さ
れ
る
と
は
言
え
、
下
北
半
島
と
一
〇
〇
ｋ
ｍ
以
上
の
距
離
を
隔
て
た
八
戸
は
、
決
し
て
近

郷
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
場
所
で
は
な
い
。
そ
ん
な
八
戸
の
小
学
校
が
修
学
旅
行
の
目
的
地
に
恐
山
を
選
択
し

て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
「
恐
山
行
」
と
同
様
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
上
に
お
け
る
当
地
の
変
化
を
予
感
さ
せ
る
。 

 

３ 

鉄
道
旅
行
案
内
書
で
の
紹
介 

こ
う
し
た
「
変
化
」
を
最
も
端
的
に
示
す
の
が
、
第
三
に
挙
げ
ら
れ
る
、
鉄
道
に
重
き
を
置
い
た
旅
行
案
内
書
で
の
扱
い
の
変
化
で
あ
ろ
う
。
鉄
道
の
開
通

に
よ
っ
て
、
恐
山
は
つ
い
に
「
大
湊
線
沿
線
の
名
所
」
と
し
て
、
旅
行
案
内
書
で
も
紹
介
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

前
章
で
確
認
し
た
と
お
り
、
鉄
道
院
が
発
行
し
た
『
鉄
道
院
線
沿
道
遊
覧
地
案
内
』
や
大
正
七
年
版
ま
で
の
『
鉄
道
旅
行
案
内
』
に
お
い
て
、
恐
山
は
「
訪

れ
る
べ
き
場
所
」
と
し
て
で
は
な
く
、
「
車
窓
の
風
景
」
と
描
か
れ
る
に
過
ぎ
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
湊
線
開
通
後
に
発
行
さ
れ
た
『
鉄

道
旅
行
案
内
（
大
正
一
三
年
版
）
』
に
な
る
と
、
そ
の
情
報
量
は
以
前
の
比
で
は
な
い
程
に
増
加
し
、
当
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
や
霊
場
内
の
見
所
、
宿
泊
施
設
等
、

〝
実
際
の
来
訪
を
想
定
し
た
〟
非
常
に
厚
み
の
あ
る
記
述
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
鉄
道
輸
送
の
確
保
を
も
っ
て
、
恐
山
は
ツ
ー
リ
ズ
ム
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上
の
〈
秘
境
〉
を
脱
し
、
「
訪
れ
る
に
値
す
る
場
所
」
と
い
う
観
光
的
価
値
を
獲
得
し
た
と
述
べ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。 

 
鉄
道
省
編
『
鉄
道
旅
行
案
内
（
大
正
一
三
年
版
）
』 

田
名
部
町
の
登
山
口
ま
で
馬
鉄
二
十
銭
、
自
動
車
は
恐
山
一
里
手
前
ま
で
駅
か
ら
貸
切
七
円
五
十
銭
、
登
山
口
ま
で
は
五
十
銭
、
恐
山
に
は
円
通
寺
の
地

蔵
堂
霊
場
あ
り
、
天
造
地
設
の
奇
異
を
利
し
て
、
仏
説
地
獄
冥
府
の
形
相
を
喩
示
し
、
以
て
慈
尊
済
度
の
大
悲
を
勤
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
（
中
略
）

南
方
に
周
囲
二
里
の
宇
曽
利
湖
あ
り
、
其
落
口
を
三
途
川
と
い
云
ひ
太
鼓
橋
を
架
す
、
又
血
ノ
池
、
極
楽
の
浜
、
胎
内
く
ぐ
り
、
畜
生
道
、
西
院
の
川
原

其
他
八
大
地
獄
の
称
あ
り
、（
中
略
）
温
泉
は
地
蔵
堂
境
内
に
古
瀧
の
湯
、
新
瀧
の
湯
、
薬
師
の
湯
、
冷
抜
の
湯
、
花
染
の
あ
り
、
寺
内
に
数
百
人
を
宿
泊

さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
、
昨
年
寺
の
外
宇
曽
利
湖
畔
に
新
浴
場
を
開
き
、
恐
山
ホ
テ
ル
を
設
け
た
３
４ 

  

本
誌
の
恐
山
に
付
与
す
る
観
光
的
価
値
は
、
主
に
、
①
地
獄
極
楽
の
様
相
を
呈
し
た
特
異
な
自
然
景
観
と
②
温
泉
の
二
点
で
あ
り
、
こ
の
特
徴
は
、
同
時
期

に
刊
行
さ
れ
た
民
間
の
旅
行
案
内
書
に
も
確
認
が
可
能
で
あ
る
３
５

。
酒
井
隆
吉
の
恐
山
開
発
論
で
提
示
さ
れ
た
「
温
泉
地
」「
避
暑
地
」「
名
勝
地
」
と
い
う
価

値
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
下
北
地
域
の
当
事
者
的
言
説
空
間
に
お
い
て
醸
成
さ
れ
た
評
価
と
外
部
か
ら
の
評
価
と
の
間
に
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
ズ
レ
は
存
在
し

な
か
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。 

 

ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
の
「
疑
似
イ
ベ
ン
ト
」
や
ア
ー
リ
の
「
観
光
の
ま
な
ざ
し
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
３
６

、
従
来
、
近
代
的
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
「
そ
れ
以
前
の

旅
」
と
区
別
し
て
き
た
特
性
の
中
に
は
、
場
に
係
る
「
イ
メ
ー
ジ
の
創
出
と
そ
の
消
費
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
旅
行
案
内
書
に
見
る
観
光
的
価
値
の

成
立
は
、
恐
山
の
「
観
光
化
」
を
定
位
す
る
に
際
し
、
一
つ
の
有
効
な
指
標
と
し
て
機
能
し
得
る
と
言
え
よ
う
。 

観
光
的
な
価
値
の
成
立
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
先
行
す
る
近
代
的
輸
送
手
段
や
各
種
施
設
の
整
備
が
あ
っ
て
初
め
て
現
実
化
す
る
局
面
で
あ
る
。
こ

こ
に
「
苦
痛
を
伴
わ
な
い
こ
と
」
を
前
提
条
件
と
し
た
「
娯
楽
性
」
と
い
う
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
内
在
す
る
も
う
一
つ
の
特
性
を
考
え
合
わ
せ
た
場
合
、
本
章
で

確
認
し
て
き
た
三
つ
の
変
化
は
、
い
ず
れ
も
、
恐
山
に
お
け
る
「
観
光
」
の
夜
明
け
を
告
げ
る
出
来
事
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。 

 

た
だ
し
、
そ
う
し
て
生
じ
た
「
観
光
化
」
が
「
観
光
」
の
意
味
で
成
功
を
収
め
た
の
か
、
そ
の
実
質
的
な
効
力
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
の
問
題
だ
と
言
わ
ざ
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る
を
得
な
い
。 

 

第
四
節 

「
観
光
化
」
の
内
実 

 

１ 

来
訪
者
の
量
的
変
化 

 

ま
ず
、
量
的
変
化
に
言
及
す
れ
ば
、
既
述
の
よ
う
な
「
観
光
化
」
の
中
で
、
恐
山
を
訪
れ
る
人
の
数
自
体
は
増
加
に
転
じ
た
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
第
一

の
論
拠
と
な
る
の
は
、
同
時
代
の
新
聞
報
道
で
あ
る
。
大
湊
線
が
開
通
し
て
か
ら
初
の
開
催
と
な
っ
た
、
一
九
二
二
年
（
大
正
一
一
）
の
大
祭
の
賑
わ
い
を
伝

え
る
『
東
奥
日
報
』
の
記
事
に
は
、「
大
湊
線
開
通
の
結
果
各
地
の
学
生
団
体
廿
五
六
組
程
登
山
し
一
般
登
山
者
毎
日
四
五
十
名
を
下
ら
ず
殊
に
十
八
日
よ
り
廿

四
日
に
至
る
例
祭
に
は
参
詣
人
三
萬
以
上
に
達
し
山
上
に
宿
泊
せ
る
者
の
み
に
て
一
萬
三
千
四
百
余
名
に
達
し
た
り
」
３
７

と
の
一
文
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
池
上
良
正
が
指
摘
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
本
章
で
は
第
二
の
論
拠
と
な
る
「
寺
院
の
発
行
物
」
に
焦
点
を
当
て
た
い
。 

恐
山
を
管
理
す
る
円
通
寺
な
ら
び
に
菩
提
寺
の
発
行
物
に
関
し
て
は
、
大
村
達
郎
や
小
熊
健
に
よ
る
研
究
の
蓄
積
が
存
在
す
る
３
８

。
そ
の
な
か
で
特
に
成
果

を
上
げ
て
い
る
の
が
、
恐
山
の
境
内
を
図
示
し
た
「
境
内
絵
図
」
の
研
究
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
木
版
刷
り
九
種
、
印
刷
刷
り
三
種
の
「
境
内
絵
図
」
が
確
認

さ
れ
、
成
立
年
代
の
分
析
も
進
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
近
代
以
降
に
発
行
さ
れ
た
印
刷
刷
り
の
絵
図
で
あ
る
。 

こ
の
三
種
の
絵
図
は
、
一
九
二
一
年
・
一
九
二
二
年
・
一
九
二
四
年
（
大
正
一
〇
・
一
一
・
一
三
）
と
い
う
極
め
て
短
い
期
間
の
う
ち
に
改
版
を
繰
り
返
し
、

し
か
も
内
容
的
な
差
異
の
殆
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
寺
社
の
発
行
す
る
刷
り
物
の
改
版
は
、
基
本
的
に
記
述
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
場

合
、
も
し
く
は
、
残
部
が
無
く
な
っ
た
際
に
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
内
容
に
大
き
な
変
更
の
施
さ
れ
な
い
状
況
で
の
短
期
間
の
改
版
は
、

大
村
も
指
摘
す
る
よ
う
に
３
９

、
当
該
時
期
に
発
生
し
た
「
境
内
絵
図
」
に
対
す
る
需
要
の
高
ま
り
を
示
す
と
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
九
二
一
‐
一
九
二
四
年

（
大
正
一
〇
‐
一
三
）
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
恐
山
の
「
観
光
化
」
が
推
進
さ
れ
た
時
期
に
当
た
る
。 

本
章
の
執
筆
に
際
し
、
論
者
は
上
記
の
見
解
を
補
強
す
る
資
料
と
し
て
、
円
通
寺
が
一
九
二
五
年
（
大
正
一
四
）
に
発
行
し
た
『
奥
州
南
部 

宇
曽
利
山
詣

で
の
栞
』
と
い
う
表
題
の
冊
子
を
入
手
し
た
。
管
見
の
限
り
、
既
存
の
論
考
や
書
籍
で
こ
の
冊
子
に
言
及
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
初
出
の
資
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料
で
あ
る
可
能
性
を
考
慮
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
書
誌
情
報
を
簡
単
に
記
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
国
会
図
書
館
や
東
北
六
県
の
公
立
図
書
館
、
大
学
図
書
館
、

人
間
文
化
研
究
機
構
の
構
成
機
関
に
も
所
蔵
が
無
く
、
寺
院
側
か
ら
も
過
去
の
発
行
物
を
保
存
し
て
い
な
い
と
の
回
答
を
得
て
い
る
た
め
、
現
状
、
存
在
を
確

認
出
来
て
い
る
の
は
論
者
の
所
有
す
る
一
点
の
み
で
あ
る
。 

本
誌
は
縦
幅
一
五
ｃ
ｍ
、
横
幅
一
一
．
五
ｃ
ｍ
の
、
比
較
的
小
さ
な
サ
イ
ズ
の
冊
子
で
あ
る
（
図

9
‐

6
か
ら
図

9
‐

12
）
。
携
帯
に
便
利
な
大
き
さ
で
あ

る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
境
内
を
巡
る
際
に
参
照
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
厚
さ
も
〇
．
五
ｃ
ｍ
未
満
で
あ
り
、
内
訳
は
、

下
北
半
島
の
地
図
が
一
枚
・
計
一
頁
分
、
写
真
が
四
枚
・
計
二
頁
分
（
「
恐
山
別
当
円
通
寺
山
門
」
「
三
途
川
」
／
「
賽
の
河
原
」
「
回
向
供
養
塔
」
）
、
活
字
部
分

が
計
一
五
頁
と
な
っ
て
い
る
。 

表
紙
と
裏
表
紙
の
み
が
カ
ラ
ー
印
刷
、
他
は
全
て
黒
色
印
刷
で
、
表
紙
に
は
宇
曽
利
湖
と
周
囲
の
自
然
、
そ
し
て
本
尊
の
延
命
地
蔵
尊
を
意
識
し
た
で
あ
ろ

う
錫
杖
が
描
か
れ
て
い
る
。
題
字
は
「
奥
州
南
部 

宇
曽
利
山
詣
で
の
栞
／
恐
山
別
当
吉
祥
山
円
通
寺
」
で
、
裏
表
紙
に
印
字
は
無
い
。
奥
付
は
、「
大
正
十
四

年
六
月
二
十
五
日
印
刷
／
大
正
十
四
年
六
月
三
十
日
発
行
／
非
売
品
／
編
輯
兼
発
行
所 

青
森
県
下
北
郡
田
名
部
町
大
字
田
名
部
新
町
三
十
六
番
地
一
号 

恐

山
別
当 

吉
祥
山 

円
通
寺
／
印
刷
人 

青
森
市
米
町
五
八
・
五
九 

千
葉
平
吉
／
印
刷
所 

青
森
市
米
町
五
八
・
五
九 

株
式
会
社 

啓
明
社
／
振
替
口
座

仙
台
一
一
四
〇
番
」
と
な
っ
て
い
る
。
以
前
は
何
ら
か
の
金
具
で
綴
じ
ら
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
、
錆
に
加
え
て
水
に
濡
れ
た
形
跡
も
あ
り
、
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン

は
総
じ
て
良
く
な
い
。 

活
字
部
分
の
内
容
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

慈
覚
大
師
に
よ
る
開
山
縁
起
（
一
‐
二
頁
／
二
二
行
） 

霊
場
を
取
り
巻
く
自
然
景
観
（
二
‐
四
頁
／
一
四
行
） 

地
蔵
大
士
の
霊
験
譚
（
四
‐
五
頁
／
一
四
行
） 

境
内
施
設
の
概
要
（
五
頁
／
九
行
） 

別
当
円
通
寺
（
五
‐
六
頁
／
一
三
行
） 
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境
内
の
施
設
（
六
頁
／
一
〇
行
） 

温
泉
（
六
‐
七
頁
／
八
行
） 

仏
法
僧
（
八
‐
九
頁
／
八
行
） 

宇
曽
利
湖
周
辺
の
施
設
（
九
‐
一
〇
頁
／
一
六
行
） 

宇
曽
利
湖
周
辺
の
景
観
（
一
〇
‐
一
一
頁
／
九
行
） 

例
祭
（
一
一
頁
／
五
行
） 

恐
山
へ
の
ア
ク
セ
ス
（
一
一
‐
一
四
頁
／
二
九
行
） 

田
名
部
円
通
寺
の
施
設
（
一
四
頁
／
五
行
） 

参
籠
者
へ
の
案
内
（
一
五
頁
／
一
一
行
） 

 

 

「
慈
覚
大
師
に
よ
る
開
山
縁
起
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
に
着
目
す
れ
ば
、
本
誌
は
、
従
来
の
調
査
で
所
在
の
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
「
奥
州
南
部
宇
曽
利

山 

釜
臥
山
菩
提
寺
地
蔵
大
士
略
縁
起
」（
以
下
、「
略
縁
起
」
と
略
記
）
の
系
譜
に
属
す
る
テ
ク
ス
ト
と
も
解
さ
れ
る
。「
略
縁
起
」
に
は
、「
文
化
七
年
再
版
」

と
す
る
版
本
と
、
明
治
初
期
に
印
刷
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
活
版
本
の
二
種
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
４
０

。
後
者
は
前
者
を
底
本
と
し
て
作
成
さ
れ
て
お
り
、

本
文
も
一
致
す
る
箇
所
が
多
い
。
ま
た
、
『
奥
州
南
部
恐
山
写
真
帖
（
明
治
四
四
年
版
）
』
に
も
「
略
縁
起
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
も
や
は
り
前
掲

の
版
本
を
底
本
と
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、『
奥
州
南
部 
宇
曽
利
山
詣
で
の
栞
』
に
記
さ
れ
た
開
山
縁
起
は
、
慈
覚
大
師
が
恐
山
に
至
る
ま
で

の
経
緯
等
が
省
か
れ
、
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
誌
は
「
略
縁
起
」
を
扱
い
な
が
ら
も
、
決
し
て
こ
れ
に
重
き
を
置
い
た
作
り
に
は
な
っ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。 

 

で
は
、
当
該
テ
ク
ス
ト
が
重
視
し
て
い
る
要
素
と
は
一
体
何
か
。
記
さ
れ
た
内
容
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
景
観
、
施
設
、
ア
ク
セ
ス
と
い
っ
た

〝
ツ
ー
リ
ズ
ム
的
要
素
〟
で
あ
る
。
こ
こ
に
含
ま
れ
る
「
温
泉
」
と
「
景
観
」
が
、
鉄
道
省
や
民
間
の
旅
行
案
内
書
で
提
示
さ
れ
た
恐
山
の
観
光
的
価
値
と
重

な
る
こ
と
は
、
も
は
や
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
戦
後
の
恐
山
に
見
る
寺
院
と
「
観
光
」
と
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
第
八
章
で
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
。
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よ
っ
て
、
円
通
寺
に
よ
る
ツ
ー
リ
ズ
ム
的
要
素
を
前
景
化
し
た
霊
場
像
の
形
成
に
は
、
少
な
か
ら
ず
驚
き
を
覚
え
る
。 

本
稿
の
問
題
意
識
と
の
関
係
で
と
り
わ
け
注
視
さ
れ
る
の
は
、
恐
山
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
費
や
さ
れ
た
記
述
の
多
さ
で
あ
る
。
見
や
す
さ
を
考
慮
し
た
レ
イ
ア

ウ
ト
の
た
め
、
他
に
比
し
て
余
白
が
大
き
く
取
ら
れ
て
い
る
感
は
否
め
な
い
。
と
は
言
え
、
交
通
に
四
頁
（
二
九
行
）
の
紙
面
を
割
い
て
い
る
点
は
注
目
に
値

す
る
。
集
客
を
意
図
し
た
Ｐ
Ｒ
用
の
冊
子
で
あ
っ
た
の
か
、
は
た
ま
た
来
訪
者
に
境
内
で
授
与
さ
れ
た
「
略
縁
起
」
的
な
冊
子
で
あ
っ
た
の
か
、『
奥
州
南
部 

宇

曽
利
山
詣
で
の
栞
』
の
作
成
意
図
は
定
か
で
な
い
。
し
か
し
、
ア
ク
セ
ス
に
重
き
を
置
い
た
そ
の
在
り
様
を
考
え
る
場
合
、
本
誌
が
恐
山
に
来
慣
れ
て
い
な
い

〝
新
た
な
来
訪
者
〟
を
意
識
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
に
、
疑
い
の
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
「
大
正
十
四
年
六
月
三
十
日
」
と
い
う
発
行

年
月
日
を
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
大
湊
線
開
通
か
ら
既
に
四
年
が
経
過
し
た
後
に
発
行
さ
れ
た
本
誌
は
、
新
た
な
参
詣
者
を
〝
見
越
し
て
〟
作
成
さ
れ
た
冊
子
で

は
な
く
、
新
た
な
来
訪
者
の
発
生
を
受
け
て
作
ら
れ
た
冊
子
、
す
な
わ
ち
、
来
訪
者
増
加
の
産
物
と
捉
え
る
の
が
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

            

 

図 9-6 『奥州南部  宇曽利山詣での栞』（１）  

 

図 9-7 『奥州南部  宇曽利山詣での栞』（２）  



233 

 

                    

 

図 9-8 『奥州南部  宇曽利山詣での栞』（３ ) 

 

図 9-9 『奥州南部  宇曽利山詣での栞』（４）  
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図 9-10 『奥州南部  宇曽利山詣での栞』（５）  

 

図 9-11 『奥州南部  宇曽利山詣での栞』（６）  
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図 9-12 『奥州南部  宇曽利山詣での栞』（７）  
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２ 

来
訪
者
の
質
的
変
化 

 
一
連
の
「
観
光
化
」
は
、
数
の
う
え
で
は
成
功
を
収
め
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
う
し
て
増
え
た
来
訪
者
が
、「
観
光
」
の
枠
組
み
で
想
定
さ
れ

て
い
た
「
景
観
」
や
「
温
泉
地
」
と
い
う
価
値
を
求
め
る
、
脱
地
域
的
な
来
訪
者
で
あ
っ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
こ
に
は
疑
義
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。 

第
一
の
判
断
材
料
と
な
る
の
は
、
一
九
三
四
年
（
昭
和
九
）
に
実
施
さ
れ
た
「
下
北
町
村
座
談
会
」
で
の
発
言
内
容
で
あ
る
。
こ
の
座
談
会
は
、
東
奥
日
報

社
の
記
念
事
業
と
し
て
開
催
さ
れ
た
青
森
県
下
全
町
村
に
及
ぶ
「
町
村
座
談
会
」
の
一
つ
に
相
当
し
、
そ
こ
で
は
地
域
の
有
力
者
に
よ
っ
て
、
下
北
地
方
の
現

状
と
今
後
の
展
望
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
各
町
村
の
町
長
や
助
役
と
い
っ
た
参
加
者
の
中
に
は
「
恐
山
住
職
」
も
含
ま
れ
て
お
り
、
恐
山
の
現
状
に
つ

い
て
も
意
見
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
一
九
二
一
年
（
大
正
一
〇
）
の
大
湊
線
開
通
か
ら
既
に
一
五
年
が
経
過
し
た
時
点
で
の
「
現
状
」
は
、「
観
光
化
」
の
成
否

を
知
る
う
え
で
、
格
好
の
判
断
材
料
と
な
り
得
よ
う
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
宣
伝
不
足
と
観
光
資
源
の
開
発
を
訴
え
る
下
記
の
会
談
内
容
は
、
決
し
て
「
観

光
化
」
の
成
功
を
物
語
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。 

 

（
論
者
注
：
山
田
…
東
奥
日
報
社
社
長
、
熊
谷
…
恐
山
住
職
、
山
本
（
角
）
…
東
通
村
助
役
、
河
野
…
県
会
議
員
） 

山
田 

（
略
）
恐
山
の
開
発
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
熊
谷
さ
ん
ど
う
ぞ
。 

熊
谷 

お
願
ひ
は
沢
山
あ
り
ま
す
が
、
恐
山
を
県
立
公
園
と
し
て
の
実
現
を
期
し
た
い
も
の
で
す
、
昨
年
関
係
者
が
調
査
に
来
ま
し
た
が
そ
の
後
ど
う
な

つ
て
居
る
こ
と
や
ら 

山
本
（
角
） 

大
正
十
三
年
に
大
町
桂
月
先
生
が
や
つ
て
来
て
大
い
に
恐
山
を
宣
伝
し
ま
し
た
が
も
う
五
、
六
年
も
生
き
て
居
ら
れ
た
ら
も
つ
と
徹
底
し

た
宣
伝
が
出
来
た
と
思
つ
て
い
る
、
大
町
先
生
の
様
な
方
が
な
い
も
の
で
せ
う
か 

河
野 

十
和
田
の
小
笠
原
松
次
郎
さ
ん
な
ん
か
一
生
懸
命
宣
伝
し
て
く
れ
て
居
る
様
で
す
ね
、
そ
れ
に
あ
の
湖
を
利
用
し
た
ら
ど
う
か
と
思
ひ
ま
す 

山
田 

宇
曽
利
湖
で
す
か 

河
野 

さ
う
で
す
、
湖
畔
に
ド
ラ
イ
ブ
道
路
を
設
け
た
ら
ど
ん
な
も
の
で
せ
う
か
、
（
略
） 

熊
谷 

今
ま
で
考
へ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
私
の
寺
は
僧
が
不
足
で
現
在
で
は
私
と
小
僧
の
二
人
で
す
、
そ
の
前
は
私
一
人
で
し
た
、
他
か
ら
来
る
人
は
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霊
山
と
い
ふ
か
ら
相
当
な
僧
が
二
三
十
人
も
居
る
も
の
と
考
へ
て
い
る
様
で
す
、
だ
か
ら
彼
処
へ
僧
の
修
行
場
所
と
し
て
の
僧
堂
を
建
て
て
欲
し
い
も

の
で
す
。
本
県
に
は
ま
だ
一
ケ
所
も
あ
り
ま
せ
ん
、
恐
山
は
そ
れ
に
ふ
さ
は
し
い
と
思
ひ
ま
す
、
県
か
ら
補
助
金
な
り
貰
つ
て
経
営
し
た
い
と
思
ひ
ま

す 

河
野 

そ
れ
は
い
い
こ
と
だ
４
１ 

 

 

な
お
、
こ
の
会
談
で
興
味
深
い
の
は
、
住
職
の
考
え
る
「
恐
山
開
発
」
と
、
そ
の
他
の
識
者
が
考
え
て
い
る
「
恐
山
開
発
」
と
が
、
微
妙
に
噛
み
合
っ
て
い

な
い
点
で
あ
る
。
寺
院
と
観
光
推
進
者
と
の
恐
山
認
識
が
乖
離
し
、
対
立
の
様
相
を
呈
し
た
戦
後
の
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
ズ
レ
を
孕
み
つ
つ
両
者
の
「
恐
山
開

発
」
が
共
存
し
て
い
た
事
実
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
起
因
し
た
戦
後
の
変
化
の
特
異
性
を
あ
ら
た
め
て
浮
き
彫
り
に
す
る
。 

 

ま
た
、
第
二
の
判
断
材
料
と
し
て
は
、
恐
山
ホ
テ
ル
の
廃
業
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
九
五
一
年
に
青
森
県
を
訪
れ
た
佐
藤
春
夫
の
紀
行
文
に
は
、
宇
曽
利
湖
の

湖
畔
に
佇
む
「
経
営
困
難
の
た
め
閉
鎖
さ
れ
た
ま
ま
捨
て
ら
れ
て
い
る
ホ
テ
ル
の
残
骸
」
と
い
う
描
写
が
確
認
さ
れ
る
。「
白
つ
茶
け
た
多
く
の
柱
が
み
な
一
様

に
か
し
ぎ
傾
い
た
大
き
く
歪
な
二
階
屋
が
二
棟
」
と
い
う
外
観
的
特
徴
か
ら
し
て
、
こ
の
構
造
物
が
恐
山
ホ
テ
ル
で
あ
る
の
は
確
か
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
大
正

末
に
開
業
し
た
恐
山
ホ
テ
ル
は
、
昭
和
二
〇
年
代
以
前
の
段
階
で
、
既
に
経
営
難
を
理
由
に
廃
業
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
同
時
期
に
竣
工
さ
れ
、
一

九
八
二
年
ま
で
営
業
を
続
け
た
山
麓
の
「
大
湊
ホ
テ
ル
」
の
命
運
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
４
２

。 

当
ホ
テ
ル
が
経
営
難
に
陥
っ
た
要
因
は
判
然
と
し
な
い
。
だ
が
、
中
道
の
『
奥
隅
奇
譚
』（
一
九
二
四
年
）
に
記
さ
れ
た
「
道
が
よ
く
な
り
従
つ
て
萬
事
に
手

軽
と
な
つ
た
の
で
、
近
在
の
人
々
な
ど
は
一
人
と
し
て
泊
ま
る
者
も
な
く
、（
中
略
）
山
門
外
の
ホ
テ
ル
や
、
菩
提
寺
の
宿
坊
な
ど
へ
は
、
よ
ほ
ど
遠
国
か
ら
来

る
か
、
又
は
温
泉
を
目
的
と
す
る
者
が
宿
泊
す
る
の
み
だ
と
い
ふ
」
４
３

と
い
う
文
言
を
見
る
限
り
、
「
観
光
化
」
で
想
定
さ
れ
た
客
が
増
え
ず
、
比
較
的
近
隣

の
、
「
信
仰
」
に
立
脚
し
た
従
来
型
の
参
詣
者
が
増
え
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
も
、
主
要
な
廃
業
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

こ
う
し
た
見
解
を
後
押
し
す
る
の
が
、
第
三
の
判
断
材
料
で
あ
る
旅
行
専
門
誌
上
で
の
評
価
で
あ
る
。
一
九
二
四
年
（
大
正
一
三
）
に
創
刊
さ
れ
、
二
〇
一

二
年
ま
で
発
行
の
続
い
た
雑
誌
『
旅
』
で
は
、
一
九
六
六
年
に
創
刊
四
〇
周
年
を
記
念
し
て
、「
新
日
本
旅
行
地
一
〇
〇
選
」
と
題
し
た
読
者
投
票
を
実
施
し
て

い
る
。
本
誌
の
読
者
が
「
行
っ
て
よ
か
っ
た
」
ま
た
は
「
行
き
た
い
」
旅
先
を
選
出
す
る
も
の
で
、
投
票
は
、
企
画
者
側
の
提
示
し
た
候
補
地
か
ら
地
方
毎
に
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三
ケ
所
の
旅
先
を
選
ぶ
と
い
う
形
式
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
企
画
に
お
い
て
、
恐
山
は
「
東
北
地
方
」
の
部
の
第
九
位
に
ラ
ン
ク
イ
ン
し
て
い
る
。 

全
地
方
の
開
票
が
終
了
し
た
こ
と
を
受
け
、
同
年
一
一
月
号
の
『
旅
』
に
は
、
得
票
結
果
に
基
づ
く
会
談
「
戦
後
２
０
年
目
の
旅
行
感
覚
を
分
析
す
る
」
が

掲
載
さ
れ
た
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
会
談
で
恐
山
に
与
え
ら
れ
た
評
価
で
あ
る
。
本
誌
編
集
長
の
岡
田
喜
秋
は
、
選
出
さ
れ
た
一
〇
〇
ヶ
所
を
概
観
し
た
う
え

で
、「
い
わ
ゆ
る
戦
後
派
の
観
光
地
と
い
い
ま
す
か
、
戦
前
に
は
全
然
観
光
の
カ
字
も
な
か
っ
た
場
所
が
支
持
さ
れ
て
」
４
４

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、「
戦

後
派
と
思
わ
れ
る
入
選
地
」
と
し
て
一
六
か
所
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
恐
山
は
、
こ
こ
に
名
前
を
連
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
一
九
二
七
年
（
昭
和

二
）
に
選
定
さ
れ
、
社
会
的
な
影
響
力
も
大
き
か
っ
た
「
日
本
八
景
」
、
そ
し
て
同
時
に
決
定
さ
れ
た
「
日
本
二
十
五
勝
」
と
「
日
本
百
景
」
の
中
に
、
恐
山
は

ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
て
い
な
い
４
５

。
こ
う
し
た
事
実
を
見
て
も
、
や
は
り
恐
山
に
お
け
る
大
正
期
の
「
観
光
化
」
は
、
質
の
面
か
ら
す
れ
ば
成
功
を
収
め
た
と
は

言
い
難
い
状
況
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

第
五
節 

結
語 

 

近
代
化
の
初
波
は
、
汽
船
の
発
達
に
よ
っ
て
近
隣
地
域
か
ら
の
恐
山
参
詣
を
活
発
化
す
る
反
面
、
鉄
道
網
か
ら
の
隔
絶
さ
れ
た
当
地
を
ツ
ー
リ
ズ
ム
上
の
〈
秘

境
〉
と
位
置
付
け
る
こ
と
で
、
恐
山
を
一
九
世
紀
以
前
の
地
域
的
霊
場
へ
と
逆
行
さ
せ
た
。
こ
う
し
た
前
史
的
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
大
正
期
に
生
じ
た
当
地
の

「
観
光
化
」
は
、
近
代
化
の
過
程
で
産
出
さ
れ
た
〈
秘
境
〉
と
い
う
名
の
ロ
ー
カ
ル
霊
場
を
、
近
代
の
文
脈
の
中
で
再
度
全
国
へ
と
開
い
て
い
く
よ
う
な
試
み

と
し
て
解
さ
れ
よ
う
。 

近
代
的
交
通
手
段
と
周
辺
施
設
の
整
備
、
そ
し
て
消
費
イ
メ
ー
ジ
の
確
立
が
達
成
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
大
湊
線
の
開
通
に
伴
う
一
連
の
動
向
が
、
当
地
に

お
け
る
近
代
的
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
夜
明
け
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
内
実
に
目
を
向
け
た
場
合
、
そ
う
し
た
「
観
光
化
」
は
近
隣
地
域
か

ら
の
潜
在
的
な
参
詣
を
促
す
に
止
ま
り
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
的
な
価
値
に
基
づ
く
集
客
を
も
っ
て
、
当
地
を
地
域
的
霊
場
か
ら
日
本
有
数
の
霊
場
に
昇
格
さ
せ
る
ま

で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
や
は
り
恐
山
が
実
質
的
に
「
観
光
」
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
《
恐
山

の
イ
タ
コ
》
ブ
ー
ム
の
生
じ
た
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
出
来
事
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。 
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１ 
池
上
良
正
『
民
間
巫
者
信
仰
の
研
究
』
未
来
社
、
一
九
九
九
年
、
一
四
〇
頁
。 

２ 

宮
崎
ふ
み
子
「
霊
場
恐
山
の
誕
生
」
、
『
環
』v

o
l.8

、
二
〇
〇
二
年
、
三
六
一
‐
三
六
二
頁
。 

３ 

宮
崎
「
霊
場
恐
山
の
誕
生
」
、
三
六
六
‐
三
七
一
頁
。 

４ 

鉄
道
院
編
『
鉄
道
院
線
沿
道
遊
覧
地
案
内
（
明
治
四
三
年
版
）
』
鉄
道
院
、
一
九
一
〇
年
、
一
八
一
頁
。
鉄
道
院
編
『
鉄
道
院
線
沿
道
遊
覧
地
案
内
（
明
治

四
四
年
版
）
』
鉄
道
院
、
一
九
一
一
年
、
六
六
頁
。 

５ 

鉄
道
院
編
『
鉄
道
旅
行
案
内
（
大
正
三
年
版
）
』
鉄
道
院
、
一
九
一
四
年
、
二
一
〇
頁
。
鉄
道
院
編
『
鉄
道
旅
行
案
内
（
大
正
四
年
版
）
』
鉄
道
院
、
一
九
一

五
年
、
一
五
五
頁
。 

６ 

鉄
道
院
編
『
鉄
道
旅
行
案
内
（
大
正
五
年
版
）
』
鉄
道
院
、
一
九
九
‐
二
〇
〇
頁
。
鉄
道
院
編
『
鉄
道
旅
行
案
内
（
大
正
六
年
版
）
』
鉄
道
院
、
二
五
六
頁
。

鉄
道
院
編
『
鉄
道
旅
行
案
内
（
大
正
七
年
版
）
』
鉄
道
院
、
二
八
九
頁
。 

７ 

田
山
花
袋
『
山
水
小
記
』
富
田
文
陽
堂
、
一
九
一
七
年
、
五
頁
。
な
お
、
『
山
水
小
記
』
か
ら
五
年
後
に
出
版
さ
れ
た
『
温
泉
周
遊 

東
の
巻
』
（
金
星
堂
、

一
九
二
二
年
）
に
お
い
て
、
田
山
は
「
私
が
長
い
間
あ
く
が
れ
て
い
な
が
ら
、
今
だ
に
行
つ
て
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
の
は
、
野
辺
地
か
ら
ず
つ
と
長
く
出
て

い
る
下
北
半
島
の
地
で
あ
つ
た
。
私
は
そ
こ
を
通
る
度
に
、
何
遍
あ
の
恐
山
の
微
か
な
影
を
仰
い
で
、
遙
か
に
そ
れ
に
憧
憬
し
た
で
あ
ら
う
か
」
［
二
二
五
頁
］

と
述
べ
て
い
る
。 

８ 

全
国
名
所
案
内
社
編
『
日
本
巡
遊
汽
車
の
旅
』
岡
村
書
店
、
一
九
二
〇
年
、
七
九
五
頁
。 

９ 

幸
田
露
伴
「
易
心
後
語
」
、
『
國
會
』
一
八
九
二
年
七
月
一
四
日
号
‐
八
月
三
〇
日
号
。 

１
０ 

幸
田
露
伴
『
露
伴
叢
書 

後
編
』
博
文
館
、
一
九
〇
九
年
、
六
九
七
‐
六
九
九
頁
。 

１
１ 

日
下
部
四
郎
太
「
恐
山
紀
行
（
全
一
一
回
）
」
、
『
朝
日
新
聞
（
東
京
・
朝
刊
）
』
一
九
一
八
年
八
月
二
‐
一
二
日
。 

１
２ 

日
下
部
四
郎
太
「
恐
山
紀
行
（
三
・
上
）
」
、
『
朝
日
新
聞
（
東
京
・
朝
刊
）
』
一
九
一
八
年
八
月
四
日
付
。
同
「
恐
山
紀
行
（
三
・
下
）
」
、
『
朝
日
新
聞
（
東

京
・
朝
刊
）
』
一
九
一
八
年
八
月
五
日
付
。 

１
３ 

同
「
恐
山
紀
行
（
三
・
下
）
」
。 

１
４ 

日
下
部
四
郎
太
「
恐
山
紀
行
（
三
・
上
）
」
。 

１
５ 

「
明
治
四
十
二
年
九
月 

国
民
新
聞
社
主
催 

東
北
遊
覧
会
回
遊
地
図
」
（
東
北
芸
術
工
科
大
学
東
北
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）
。 

１
６ 

下
北
半
島
を
め
ぐ
る
汽
船
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
む
つ
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
む
つ
市
史 

近
代
編
』
（
む
つ
市
、
一
九
八
六
年
、
八
九
二
‐
九
〇
一
頁
）

と
鳴
海
健
太
郎
「
明
治
期
の
白
い
航
路
―
海
上
交
通
に
頼
っ
て
き
た
下
北
―
」
（
『
は
ま
な
す
』
第
四
号
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
。 

１
７ 

鳴
海
「
明
治
期
の
白
い
航
路
」
、
二
三
頁
。 

１
８ 

「
弘
明
丸
」
は
就
航
開
始
か
ら
三
か
月
後
の
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）
五
月
に
航
路
を
室
蘭
ま
で
延
長
し
た
が
、
同
年
一
二
月
に
は
航
路
を
以
前
の
函
館

‐
青
森
‐
大
湊
に
戻
し
て
い
る
（
む
つ
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
む
つ
市
史 

近
代
編
』
む
つ
市
、
一
九
八
六
年
、
八
九
六
‐
八
九
七
頁
）
。 

１
９ 

こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
既
に
池
上
が
指
摘
を
行
っ
て
い
る
（
池
上
、
前
掲
、
一
三
八
頁
）
。 

２
０ 

鳴
海
「
明
治
期
の
白
い
航
路
」
、
二
九
頁
。 

２
１ 

幸
田
『
露
伴
叢
書 

後
編
』
、
六
九
七
頁
。 

２
２ 

中
道
等
『
奥
隅
奇
譚
』
郷
土
研
究
社
、
一
九
二
九
年
、
一
二
五
頁
。 
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２
３ 

『
公
認 

汽
車
汽
船
旅
行
案
内
（
大
正
一
二
年
七
月
）
』
旅
行
案
内
社
、
一
九
二
三
年
（
『
復
刻
版 

明
治
・
大
正
時
刻
表
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
八

年
）
一
七
五
頁
。 

２
４ 

都
谷
森
五
郎
「
下
北
の
旅
が
ぐ
っ
と
楽
に
な
っ
た
―
下
北
バ
ス
会
社
の
誕
生
―
」
、
『
は
ま
な
す
』
第
四
号
、
一
九
九
六
年
、
五
八
頁
。 

２
５ 

鉄
道
省
編
『
鉄
道
旅
行
案
内
（
大
正
一
三
年
版
）
』
鉄
道
省
、
一
九
二
四
年
、
二
五
一
頁
。 

２
６ 

楚
人
冠
「
恐
山
行
（
全
六
回
）
」
、
『
朝
日
新
聞
（
東
京
・
朝
刊
）
』
一
九
二
六
年
一
一
月
二
四
‐
三
〇
日
。 

２
７ 

楚
人
冠
「
恐
山
行
（
一
）
」
、
『
朝
日
新
聞
（
東
京
・
朝
刊
）
』
一
九
二
六
年
一
一
月
二
四
日
付
。 

２
８ 

楚
人
冠
「
恐
山
行
（
二
）
」
、
『
朝
日
新
聞
（
東
京
・
朝
刊
）
』
一
九
二
六
年
一
一
月
二
五
日
付
。 

２
９ 

中
道
『
奥
隅
奇
譚
』
、
一
二
六
頁
。 

３
０ 

楚
人
冠
「
恐
山
行
（
五
）
」
、
『
朝
日
新
聞
（
東
京
・
朝
刊
）
』
一
九
二
六
年
一
一
月
二
八
日
付
。 

３
１ 

酒
井
隆
吉
「
株
式
会
社
恐
山
遊
園
地
を
興
す
べ
し
」
、
笹
澤
魯
羊
『
下
北
郡
地
方
誌
（
再
版
）
』
一
九
二
六
年
、
二
一
三
‐
二
一
四
頁
。 

３
２ 

楚
人
冠
「
恐
山
行
（
五
）
」
。 

３
３ 

小
井
川
潤
次
郎
「
宇
曽
利
の
山
道
」
、
『
潮
鳴
』
第
一
号
、
一
九
二
五
年
（
小
井
川
潤
次
郎
著
・
江
刺
家
均
校
訂
『
稿
本 

小
井
川
潤
次
郎
遺
文 

第
三
篇 

潮
鳴
集
』
春
秋
堂
出
版
部
、
二
〇
〇
七
年
）
。 

３
４ 

鉄
道
省
編
『
鉄
道
旅
行
案
内
（
大
正
一
三
年
版
）
』
鉄
道
省
、
一
九
二
四
年
、
二
五
一
頁 

３
５ 

安
治
博
道
『
新
撰
鉄
道
旅
行
案
内
』（
駸
々
堂
旅
行
案
内
部
、
一
九
二
三
年
）
、
日
本
旅
行
会
編
『
日
本
名
勝
旅
行
辞
典
』（
日
本
旅
行
会
、
一
九
三
一
年
）
、

日
本
旅
行
協
会
編
『
東
北
地
方
（
ツ
ー
リ
ス
ト
案
内
叢
書 

第
八
輯
）
』
（
日
本
旅
行
協
会
、
一
九
三
七
年
）
等
。 

３
６ 

ダ
ニ
エ
ル
・
Ｊ
・
ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
著
、
星
野
郁
美
、
後
藤
和
彦
訳
『
幻
影
の
時
代
―
マ
ス
コ
ミ
が
製
造
す
る
事
実
―
』
東
京
創
元
社
、
一
九
七
四
年
。

ジ
ョ
ン
・
ア
ー
リ
、
ヨ
ー
ナ
ス
・
ラ
ー
ス
ン
著
、
加
太
宏
邦
訳
『
観
光
の
ま
な
ざ
し
―
現
代
社
会
に
お
け
る
レ
ジ
ャ
ー
と
旅
行
―
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇

一
四
年
。 

３
７ 

「
恐
山
施
設 

御
祭
典
の
盛
況
」
、
『
東
奥
日
報
（
夕
刊
）
』
一
九
二
二
年
七
月
三
〇
日
付
。 

３
８ 

大
村
達
郎
「
恐
山
の
略
縁
起
と
境
内
絵
図
」
、
『
青
森
県
史
研
究
』
第
六
号
、
二
〇
〇
二
年
。
同
「
オ
ヤ
マ
マ
イ
リ
（
恐
山
参
り
）
と
刷
り
物
」
、
『
青
森
県

の
民
俗
』
第
五
号
、
二
〇
〇
五
年
。
小
熊
健
「
恐
山
の
「
境
内
絵
図
」
な
ど
に
つ
い
て
」
、
『
青
森
県
の
民
俗
』
第
六
号
、
二
〇
〇
六
年
。 

３
９ 

大
村
「
オ
ヤ
マ
マ
イ
リ
（
恐
山
参
り
）
と
刷
り
物
」
、
一
三
一
頁
。 

４
０ 

大
村
「
恐
山
の
略
縁
起
と
境
内
絵
図
」
、
一
七
‐
一
八
頁
。 

４
１ 

「
下
北
座
談
会
」
、
東
奥
日
報
社
編
『
青
森
県
を
語
る
』
東
奥
日
報
、
一
九
三
四
年
、
五
頁
。 

４
２ 

「
む
つ
市
Ｈ
Ｐ
」
（h

ttp
://w

w
w

.c
ity

.m
u

ts
u

.lg
.jp

/in
d

e
x

.c
fm

/3
6

,1
3

5
1

,6
7

,2
4

2
,h

tm
l

、
ア
ク
セ
ス
日
：
二
〇
一
五
年
八
月
一
七
日
）
。 

４
３ 

中
道
『
奥
隅
奇
譚
』
、
一
九
六
頁
。 

４
４ 

「
戦
後
２
０
年
目
の
旅
行
感
覚
を
分
析
す
る
」
、
『
旅
』
一
九
六
六
年
一
一
月
号
、
九
九
頁
。 

４
５ 

日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
編
『
事
典
日
本
の
観
光
資
源
―
○
○
選
と
呼
ば
れ
る
名
所
１
５
０
０
０
』
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
、
二
〇
〇
八
年
、
五
〇
三
‐
五
〇
四
、

五
三
二
‐
五
三
三
頁
。 
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第
一
〇
章 

《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
を
求
め
る
人
々 

―
二
〇
一
四
年
度
恐
山
大
祭
・
恐
山
秋
詣
り
に
お
け
る
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
の
状
況
― 

 

第
一
節 

は
じ
め
に 

  

イ
タ
コ
が
恐
山
を
通
じ
て
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
〝
発
見
〟
さ
れ
た
一
九
五
〇
年
代
以
来
、《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
と
い
う
表
象
は
時
代
の
要
請
に
応
じ
て
再
生
産

さ
れ
続
け
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
第
八
章
で
は
、
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
が
流
通
し
始
め
た
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
時
期
に
焦
点
を
当
て
、

当
該
表
象
が
受
容
者
の
存
在
を
介
し
て
恐
山
に
も
た
ら
し
た
変
化
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
一
九
五
〇
年
代
以
降
の
恐
山
、
そ
し
て
当
地
の
イ
タ
コ
マ
チ
が
、

大
衆
文
化
と
の
交
渉
の
中
に
成
立
し
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
は
、
表
象
の
生
産
が
継
続
す
る
今
日
の
在
り
様
と
て
同
様
で
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
と
そ
の
表
象
客
体
に
当
た
る
当
地
の
イ
タ
コ
マ
チ
と
の
関
係
は
、
一
九
九
〇
年
代
頃
を
境
に
変
質
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
二
者
間
の
ズ
レ
の
拡
大
で
あ
る
。
行
為
の
特
性
に
係
る
表
象
と
客
体
と
の
乖
離
に
つ
い
て
は
冒
頭
で
述
べ
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
生
じ
た
「
ズ
レ
」

と
は
、
そ
う
し
た
表
象
の
側
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
要
因
と
な
っ
た
の
は
、
イ
タ
コ
の
減
少
と
い
う
民
俗
文
化
側
の
事
情
で
あ
る
。 

 

《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
が
今
な
お
高
い
知
名
度
を
誇
る
こ
と
は
、
第
六
章
の
質
問
紙
調
査
が
証
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
知
名
度

と
は
裏
腹
に
、
当
地
に
お
け
る
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
は
今
や
風
前
の
灯
火
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
【
表

10
‐

1
】
は
、
既
刊
の
調
査
報
告
お
よ
び
ル
ポ
ル

タ
ー
ジ
ュ
と
、
論
者
自
身
が
行
っ
た
実
地
調
査
の
結
果
よ
り
作
成
し
た
、
恐
山
の
祭
典
に
お
け
る
イ
タ
コ
の
参
加
人
数
の
推
移
を
示
す
表
で
あ
る
。
見
て
の
と

お
り
、
一
九
七
八
年
に
五
三
名
を
記
録
し
た
当
地
の
イ
タ
コ
は
、
弟
子
の
不
足
と
高
齢
化
に
よ
る
イ
タ
コ
自
体
の
存
続
危
機
と
歩
み
を
合
わ
せ
て
減
少
の
一
途

を
辿
り
、
二
〇
一
一
年
以
降
は
か
ろ
う
じ
て
二
人
体
制
を
維
持
す
る
よ
う
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
。 

現
在
最
年
少
の
イ
タ
コ
は
一
九
七
二
年
生
ま
れ
で
あ
り
、
彼
女
を
含
め
、
四
〇
代
の
イ
タ
コ
は
青
森
県
内
に
二
名
存
在
し
て
い
る
。
と
は
言
え
、
彼
ら
よ
り

上
の
世
代
が
既
に
八
〇
歳
前
後
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
次
世
代
が
養
成
さ
れ
て
い
な
い
現
状
を
考
慮
す
れ
ば
、
当
地
に
お
け
る
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
は
そ
の
存
続

に
関
し
て
、
今
後
、
何
ら
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
恐
山
の
イ
タ
コ
ひ
い
て
は
イ
タ
コ
自
体
が
、
近
い
将
来
、
表
象
上
に
の
み
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年 区分 イタコ人数 出典
1952 大祭 21～22 g （出典）
1960 大祭 16 a a.小林栄「イタコと恐山」（1967）
1964 大祭 21 b b.楠正弘『下北の宗教』（1968）
1967 大祭 30 a c.小林栄「恐山参拝者宗教調査」（1971）
1969 大祭 34 c d.岩崎敏夫編『東北民俗資料集（一）』（1971）
1970 大祭 41 d e.岩崎敏夫編『東北民俗資料集（二）』（1972）
1971 大祭 34 e f.観光資源保護財団『さいはての霊場恐山』（1977）
1974 大祭 38 g g.楠正弘『庶民信仰の世界』（1984）
1976 大祭 38 f h.文化庁文化財保護部『民俗資料選集15』（1986）
1978 大祭 53 g i.船越健之輔「世紀末漂流（9）」（1988）
1979 不明 33 h j.高松敬吉・宮本袈裟雄『山と信仰　恐山』（1995）
1985 秋詣り 23 k k.加藤敬『イタコとオシラサマ』（2003）
1988 大祭 17 i l.神徳秋甫「恐山のイタコ：報告と考察」（2006）
1990 大祭 18 k m.高松敬吉「民間巫女の系譜」（2007）
1993 大祭 15 j n.鈴木岩弓「霊園化する「霊場恐山」」（2007）
1997 大祭 17 k
2001 大祭 15 k
2004 秋詣り 7～8 l
2005 大祭 9 n
2006 大祭 10 m
2008 大祭 4 調査
2011 大祭 2 調査
2012 大祭 2 調査

秋詣り 2 調査
2013 大祭 2 調査

秋詣り 2 調査

【表10-1】恐山大祭・秋詣りに参加したイタコの人数

存
在
す
る
巫
者
と
化
す
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。 

つ
ま
り
、
大
衆
文
化
の
領
域
に
定
着
し
た
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
が
、
不
可
変
の
記
号
と
し

て
再
生
産
さ
れ
続
け
る
の
に
対
し
、
そ
の
客
体
で
あ
る
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
は
、
現
在
、
消

滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
う
し
た
ズ
レ
が
表
象
受
容
者
の
存

在
を
通
じ
て
民
俗
文
化
の
領
域
に
持
ち
込
ま
れ
る
場
合
、
そ
こ
に
生
じ
得
る
の
は
「
需
要
と

供
給
の
不
一
致
」
と
い
っ
た
事
態
で
あ
る
。 

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
、
本
章
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
加
速
し
た
表
象
と
客
体
と

の
乖
離
が
も
た
ら
し
た
風
景
と
い
う
観
点
か
ら
、
恐
山
に
お
け
る
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
の

現
状
を
記
述
し
て
い
き
た
い
。
恐
山
に
お
け
る
祭
典
は
一
年
に
二
回
、
夏
季
と
秋
季
に
執
行

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
恐
山
大
祭
」「
恐
山
秋
詣
り
」
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
論
者
は

二
〇
一
一
年
よ
り
毎
年
当
地
の
祭
典
に
足
を
運
ん
で
き
た
が
、
本
章
で
は
、
恐
山
大
祭
と
恐

山
秋
詣
り
の
全
日
程
に
参
与
す
る
こ
と
の
出
来
た
二
〇
一
四
年
の
様
子
を
報
告
す
る
。 

一
九
五
〇
年
代
に
恐
山
信
仰
に
関
す
る
研
究
が
本
格
化
し
て
以
来
、
当
該
事
象
に
関
す
る

調
査
・
報
告
は
数
多
く
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
中
に
は
祭
典
期
間
中
の
僅

か
一
日
、
し
か
も
数
時
間
程
度
の
滞
在
で
書
か
れ
た
よ
う
な
も
の
も
存
在
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
参
与
観
察
を
行
う
に
際
し
て
は
、
祭
典
前
日
の
様
子
を
含
め

て
全
日
程
に
参
加
し
、
時
間
に
関
し
て
も
開
門
前
か
ら
閉
門
の
間
際
ま
で
滞
在
し
た
。
ま
た
、
印
象
に
基
づ
く
風
景
描
写
と
な
ら
な
い
よ
う
曖
昧
な
表
現
は
出

来
る
だ
け
避
け
、
数
や
時
間
の
明
示
を
心
掛
け
た
。 

具
体
的
な
参
与
期
間
は
、
恐
山
大
祭
が
二
〇
一
四
年
七
月
一
九
日
‐
二
四
日
、
恐
山
秋
詣
り
が
同
年
一
〇
月
一
〇
日
‐
一
三
日
で
、
開
門
三
〇
分
前
の
五
時

か
ら
、
む
つ
市
内
へ
向
か
う
最
終
路
線
バ
ス
の
発
車
時
刻
（
大
祭
時
は
一
七
時
二
五
分
、
秋
詣
り
時
は
一
六
時
二
〇
分
）
ま
で
滞
在
し
た
。 
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第
二
節 

祭
典
の
概
況 

 

１ 

恐
山
大
祭 

 

恐
山
大
祭
は
毎
年
七
月
二
〇
日
‐
二
四
日
の
日
程
で
計
五
日
間
開
催
さ
れ
、
全
国
よ
り
来
訪
者
が
殺
到
す
る
こ
と
で
、
こ
の
期
間
の
霊
場
は
一
年
で
最
も
多

く
の
人
出
で
賑
わ
う
。
大
祭
は
、
現
世
利
益
以
上
に
死
者
供
養
の
色
彩
が
強
い
祭
典
で
あ
る
。
当
地
に
お
け
る
死
者
供
養
の
発
展
は
一
八
世
紀
前
期
か
中
期
に

始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
１

、
一
七
九
三
年
（
寛
政
五
）
の
「
地
蔵
会
」
（
現
在
の
大
祭
に
相
当
）
を
訪
れ
た
菅
江
真
澄
の
日
記
に
は
、
既
に
死
者
供
養
の

た
め
に
参
集
す
る
人
々
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
２

。
た
だ
し
、
繰
り
返
し
と
な
る
が
、
当
地
の
死
者
儀
礼
に
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
が
一
定
の
地
位
を
占
め
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
一
〇
年
代
以
降
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。 

二
〇
一
四
年
の
大
祭
は
例
年
通
り
の
日
程
で
実
施
さ
れ
、
連
休
中
だ
っ
た
二
〇
日
（
日
）・
二
一
日
（
月
・
祝
）
、
山
主
上
山
式
が
執
行
さ
れ
た
二
二
日
（
火
）

を
中
心
に
多
く
の
人
で
賑
わ
っ
た
。
比
較
的
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
期
間
中
、
本
格
的
に
雨
が
降
っ
た
の
は
二
三
日
（
水
）
の
み
で
あ
っ
た
。
青
森
県
及
び
青
森

県
観
光
連
盟
が
運
営
す
る
「
ア
プ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
の
観
光
統
計
に
よ
れ
ば
３

、
恐
山
大
祭
に
お
け
る
「
観
光
入
込
客
数
」
は
二
〇
一
〇
年
ま
で
二
万
人
台
で
推

移
し
て
い
た
が
、
震
災
の
あ
っ
た
二
〇
一
一
年
に
は
一
万
三
二
一
六
人
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
翌
年
に
は
従
来
と
同
等
の
二
万
一
二
九
一
人
ま

で
回
復
し
て
お
り
、
二
〇
一
三
年
も
一
万
九
四
七
四
人
を
記
録
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
〇
一
四
年
も
震
災
前
と
同
程
度
の
集
客
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
青

森
県
内
お
よ
び
太
平
洋
沿
岸
の
東
北
地
方
の
在
住
者
を
筆
頭
に
全
国
各
地
か
ら
来
訪
者
が
見
ら
れ
、
個
人
で
来
山
す
る
人
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
旅
行
会
社
の

ツ
ア
ー
を
利
用
し
て
来
訪
す
る
人
々
も
相
当
数
確
認
さ
れ
た
。 

な
お
、
大
祭
期
間
中
は
平
時
よ
り
三
〇
分
早
い
朝
五
時
三
〇
分
に
開
門
さ
れ
、
一
八
時
に
閉
門
と
な
る
。 

 

２ 

恐
山
秋
詣
り 

 

恐
山
秋
詣
り
は
、
現
在
、
毎
年
一
〇
月
の
体
育
の
日
が
最
終
日
と
な
る
三
日
間
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。
戦
後
、
秋
季
に
寺
院
主
催
の
祭
典
が
開
か
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
一
九
七
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
様
子
を
伝
え
る
『
東
奥
日
報
』
お
よ
び
『
デ
ー
リ
ー
東
北
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
４

、
こ
れ
は
夏
季
大
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祭
の
活
況
を
受
け
て
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
い
、
戦
前
に
も
行
わ
れ
て
い
た
が
、
食
糧
難
を
理
由
に
一
九
四
〇
年
頃
か
ら
中
止
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
さ

れ
る
。
売
店
で
販
売
さ
れ
る
写
真
帳
に
は
「
恐
山
秋
詣
祭
」
と
の
記
載
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
入
山
時
に
配
布
さ
れ
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
従
来
使
用
さ
れ

て
き
た
名
称
に
鑑
み
て
、
「
恐
山
秋
詣
り
」
の
表
記
を
使
用
し
た
い
。 

二
〇
一
四
年
の
恐
山
秋
詣
り
は
、
一
〇
月
一
一
日
（
金
）
‐
一
三
日
（
月
・
祝
）
に
開
催
さ
れ
た
。
最
終
日
以
外
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
秋
の
行
楽
シ
ー
ズ

ン
中
の
三
連
休
と
い
う
こ
と
で
、
祭
典
一
日
目
・
二
日
目
を
中
心
に
多
く
の
来
訪
者
で
賑
わ
っ
た
。
「
ア
プ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
の
観
光
統
計
に
基
づ
け
ば
５

、
恐
山

秋
詣
り
に
お
け
る
「
観
光
客
入
込
数
」
は
、
二
〇
一
〇
年
：
一
万
二
〇
〇
〇
人
、
二
〇
一
一
年
：
一
万
一
〇
〇
〇
人
、
二
〇
一
二
年
：
一
万
一
〇
〇
〇
人
、
二

〇
一
三
年
：
一
万
人
と
震
災
前
よ
り
ほ
ぼ
横
ば
い
に
推
移
し
て
き
て
い
る
。
よ
っ
て
、
二
〇
一
四
年
に
も
前
年
と
同
等
、
も
し
く
は
や
や
上
回
る
程
度
の
集
客

が
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
秋
は
日
暮
れ
が
早
い
こ
と
か
ら
、
人
出
は
九
時
～
一
三
時
の
時
間
帯
に
集
中
し
、
一
四
時
以
降
の
来
訪
者
は
夏
季
の
大
祭
と
比

較
す
る
と
少
な
い
。
と
は
言
え
、
旅
行
会
社
の
ツ
ア
ー
を
始
め
と
し
て
、
企
業
旅
行
や
貸
し
切
り
バ
ス
で
訪
れ
る
団
体
客
も
多
く
、「
恐
山
境
内
ガ
イ
ド
」
を
利

用
し
て
境
内
を
め
ぐ
る
様
子
が
見
受
け
ら
れ
た
。 

大
祭
時
と
同
様
、
期
間
中
は
五
時
三
〇
分
に
開
門
さ
れ
、
一
八
時
に
閉
門
と
な
る
。 

 

第
三
節 

祭
典
に
参
加
し
た
「
イ
タ
コ
」
に
つ
い
て 

 

冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
前
年
ま
で
は
、
中
泊
町
在
住
の
Ａ
Ｓ
（
以
下
、
Ａ
巫
女
と
表
記
）
と
、
八
戸
市
在
住
の
Ｍ
Ｈ
（
以
下
、
Ｍ
巫
女
と
表
記
）
と
に
よ

っ
て
、
辛
う
じ
て
二
名
体
制
を
維
持
す
る
状
況
が
続
い
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
一
四
年
の
大
祭
で
は
こ
こ
に
Ｓ
Ｍ
（
以
下
、
Ｓ
巫
女
と
表
記
）
と
い

う
宮
城
県
在
住
の
巫
者
が
加
わ
り
、
三
名
で
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
参
加
す
る
巫
者
が
減
少
の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
昨
今

の
動
向
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
非
常
に
大
き
な
変
化
だ
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
Ｓ
巫
女
が
参
加
し
た
の
は
夏
の
大
祭
の
み
で
、
同
年
の
秋
詣
り
に
つ
い
て
は
、

例
年
ど
お
り
、
Ａ
巫
女
と
Ｍ
巫
女
の
二
名
で
口
寄
せ
を
実
施
し
た
。
な
お
、
祭
典
期
間
外
に
も
「
イ
タ
コ
」
の
滞
在
し
て
い
る
日
が
あ
る
と
い
い
、
そ
こ
で
は
、

Ｓ
巫
女
が
Ｍ
巫
女
と
交
代
で
都
合
の
つ
く
日
に
「
口
寄
せ
」
を
行
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 
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イ
タ
コ
の
巫
業
は
宗
教
儀
礼
で
あ
る
と
同
時
に
、
視
覚
障
害
を
持
つ
女
性
が
生
計
を
立
て
る
た
め
の
手
段
と
い
う
側
面
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
通
常
、
イ
タ

コ
は
自
身
の
活
動
を
指
し
て
「
商
売
（
シ
ョ
ウ
バ
イ
）
」
の
呼
称
を
用
い
る
。
恐
山
で
商
売
を
営
む
に
は
イ
タ
コ
の
「
組
合
」
に
属
す
る
必
要
が
あ
り
、
現
在
、

こ
の
組
合
を
取
り
仕
切
っ
て
い
る
の
は
、
Ａ
巫
女
の
夫
の
Ａ
Ｙ
（
一
九
三
一
年
生
ま
れ
）
で
あ
る
。
イ
タ
コ
が
恐
山
に
滞
在
す
る
の
は
、
基
本
的
に
夏
と
秋
の

祭
典
期
間
中
の
み
と
さ
れ
て
い
る
が
、
Ａ
Ｙ
に
よ
れ
ば
、
Ａ
巫
女
の
場
合
は
祭
典
の
数
日
前
か
ら
恐
山
に
滞
在
し
、
口
寄
せ
を
行
う
の
が
慣
例
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
。
実
際
、
二
〇
一
四
年
の
大
祭
な
ら
び
に
秋
詣
り
時
も
、
祭
典
の
一
週
間
ほ
ど
前
（
大
祭
時
は
七
月
一
三
日
、
秋
詣
り
時
は
一
〇
月
五
日
）
に
は
既
に

来
訪
し
、
客
が
あ
れ
ば
口
寄
せ
を
行
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
は
言
え
、
こ
こ
ま
で
前
倒
し
で
来
山
す
る
の
は
Ａ
巫
女
の
み
で
、
Ｍ
巫
女
や
Ｓ
巫
女

は
祭
典
の
前
日
を
目
安
に
来
訪
し
て
い
る
。 

一
九
七
〇
年
代
の
段
階
で
は
地
蔵
堂
の
周
辺
で
商
売
を
行
っ
て
い
た
イ
タ
コ
で
あ
る
が
、
一
九
八
七
年
頃
に
は
地
蔵
堂
の
改
築
工
事
に
伴
い
、
総
門
を
入
っ

て
左
奥
に
広
が
る
湿
地
帯
に
場
所
を
移
し
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
６

。
そ
の
後
、
一
九
九
〇
年
代
に
総
門
を
入
っ
て
す
ぐ
左
手
の
壁
沿
い
に
場
が
設
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
以
降
、
こ
こ
で
定
着
し
て
い
る
。
二
〇
一
四
年
も
場
所
自
体
に
変
化
は
な
く
、
大
祭
時
の
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
は
、
イ
タ
コ
小
屋
の
正
面
か
ら

見
て
左
が
Ａ
巫
女
、
中
央
が
Ｍ
巫
女
、
右
が
Ｓ
巫
女
（
写
真

10
‐

1
）
、
秋
詣
り
時
は
小
屋
の
正
面
か
ら
見
て
左
が
Ａ
巫
女
、
右
が
Ｍ
巫
女
と
い
っ
た
状
況
で

あ
っ
た
（
写
真

10
‐

2
）
。 

 

各
巫
者
に
つ
い
て 

① 

Ａ
巫
女
（
女
性
、
一
九
三
九
年
生
ま
れ
） 

北
津
軽
郡
中
泊
町
在
住
。
付
添
人
は
、
夫
の
Ａ
Ｙ
。
恐
山
へ
は
Ａ
Ｙ
の
運
転
す
る
車
で
来
山
し
、
大
祭
期
間
中
に
必
要
な
食
料
等
の
生
活
必
需
品
を
全
て
持

参
す
る
た
め
、
祭
典
中
は
一
度
も
山
を
下
り
な
い
。
小
屋
掛
け
し
て
い
る
場
所
の
裏
手
に
建
て
ら
れ
た
、
共
同
の
宿
泊
所
で
寝
泊
ま
り
し
て
い
る
。 

か
つ
て
は
視
力
が
悪
か
っ
た
も
の
の
、
手
術
に
よ
っ
て
回
復
し
た
。
母
親
の
Ｔ
Ｓ
（
故
人
）
が
イ
タ
コ
で
あ
り
、
そ
の
付
添
い
を
し
な
が
ら
修
行
を
行
い
、

Ｔ
Ｓ
が
亡
く
な
っ
た
後
に
イ
タ
コ
と
し
て
商
売
を
始
め
た
。
オ
ダ
イ
ジ
や
数
珠
は
母
親
の
も
の
を
受
け
継
い
で
い
る
。
イ
タ
コ
に
な
っ
た
経
緯
と
「
元
々
身
体 
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写真 10-1  大祭時のイタコ小屋の配置（2014 年 7 月 23 日撮影）  

 

写真 10-2  秋詣り時のイタコ小屋の配置（ 2014 年 10 月 13 日撮影）  
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が
弱
か
っ
た
が
神
様
を
拝
ん
だ
ら
良
く
な
っ
た
」
と
い
う
経
験
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
カ
ミ
サ
マ
系
巫
者
と
近
接
す
る
特
徴
を
有
し
た
巫
者
と
解
さ
れ
る
が
、

第
一
章
で
述
べ
た
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
照
ら
し
、
本
研
究
で
は
イ
タ
コ
の
類
型
に
属
す
る
者
と
し
て
判
断
し
た
い
。 

中
泊
町
の
自
宅
に
は
、
北
海
道
（
根
室
）
、
仙
台
、
東
京
（
大
田
区
）
、
名
古
屋
、
大
阪
、
九
州
と
い
っ
た
地
域
か
ら
も
依
頼
者
が
や
っ
て
来
る
。 

 

②
Ｍ
巫
女
（
女
性
、
一
九
七
二
年
生
ま
れ
） 

八
戸
市
在
住
。
昨
年
、
郷
土
史
家
・
江
差
家
均
の
協
力
を
受
け
て
単
著
を
出
版
し
て
お
り
、
こ
の
本
を
見
て
Ｍ
巫
女
を
選
択
す
る
客
も
見
受
け
ら
れ
、
三
名

の
中
で
最
も
長
い
待
機
列
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
期
間
中
は
Ａ
巫
女
と
同
様
、
共
同
宿
泊
所
で
寝
泊
ま
り
を
行
っ
て
い
る
。 

晴
眼
。
旧
三
戸
郡
南
郷
村
の
イ
タ
コ
Ｈ
Ｍ
（
一
九
二
六
年
生
ま
れ
、
故
人
）
を
師
匠
と
し
７

、
一
九
歳
の
時
に
ユ
ル
シ
を
得
た
。
恐
山
に
初
め
て
商
売
に
訪

れ
た
の
は
一
九
九
一
年
の
大
祭
時
で
、
当
時
よ
り
「
最
後
の
イ
タ
コ
」
と
し
て
姉
妹
弟
子
で
あ
っ
た
Ｈ
Ｋ
（
三
戸
郡
田
子
町
在
住
、
一
九
六
九
年
生
ま
れ
）
と

共
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
注
目
を
集
め
て
き
た
８

。
論
者
の
知
る
限
り
、
Ｍ
巫
女
と
Ｈ
Ｋ
の
独
立
後
に
新
た
な
イ
タ
コ
は
誕
生
し
て
お
ら
ず
、
現
状
、
最
年
少

の
イ
タ
コ
は
Ｍ
巫
女
で
あ
る
。
年
齢
や
修
業
期
間
に
隔
た
り
は
あ
る
も
の
の
、
二
〇
一
二
年
秋
ま
で
祭
典
に
参
加
し
て
い
た
イ
タ
コ
Ｏ
Ｍ
（
一
九
三
三
年
生
ま

れ
、
八
戸
市
在
住
）
は
姉
弟
子
に
当
た
り
、
高
齢
の
Ｏ
Ｍ
が
山
を
下
り
る
の
と
入
れ
替
わ
り
で
祭
典
に
復
帰
す
る
こ
と
で
、
二
〇
一
二
年
、
二
〇
一
三
年
と
当

地
の
イ
タ
コ
マ
チ
は
辛
う
じ
て
二
名
体
制
を
保
つ
状
況
で
あ
っ
た
。 

 

③
Ｓ
巫
女
（
女
性
、
調
査
時
五
九
歳
） 

 

宮
城
県
に
居
住
す
る
晴
眼
の
巫
者
で
、
二
〇
一
四
年
の
大
祭
で
初
め
て
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
に
参
加
し
た
。
付
添
人
を
務
め
て
い
た
の
は
む
つ
市
在
住
の

Ｎ
Ｋ
（
女
性
、
調
査
時
七
二
歳
）
で
、
彼
女
は
か
つ
て
旧
三
戸
郡
名
川
町
で
巫
業
を
営
ん
で
い
た
イ
タ
コ
Ｎ
Ｓ
巫
女
（
一
九
一
九
年
生
ま
れ
。
既
に
引
退
）
の

娘
で
あ
る
９

。
他
の
二
者
と
は
異
な
り
、
恐
山
の
宿
泊
所
に
は
泊
ま
ら
ず
、
Ｎ
Ｋ
と
共
に
毎
日
車
で
山
を
下
り
て
い
た
。 

一
昨
年
ま
で
宇
曽
利
湖
畔
の
宿
泊
施
設
「
し
ゃ
く
な
げ
荘
」
で
「
イ
タ
コ
口
寄
せ
」
を
行
っ
て
い
た
男
巫
Ｎ
Ｓ
（
一
九
三
三
年
生
ま
れ
、
む
つ
市
在
住
、
晴

眼
）
の
弟
子
筋
に
あ
た
る
と
さ
れ
、
大
祭
中
日
（
二
二
日
）
に
は
Ｎ
Ｓ
自
身
も
霊
場
を
来
訪
し
、
Ｓ
巫
女
と
言
葉
を
交
わ
し
て
い
た
。
組
合
長
を
務
め
る
Ａ
Ｙ
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の
も
と
に
は
、
Ｍ
巫
女
を
通
じ
て
今
回
の
参
加
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

Ｎ
Ｓ
自
身
が
語
っ
た
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
つ
い
て
は
、
村
上
晶
が
報
告
を
行
っ
て
い
る
１
０

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
彼
は
イ
タ
コ
と
共
に
生
活
す
る
う
ち
に
祭

文
を
覚
え
、
八
歳
で
修
業
に
入
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
一
三
歳
で
「
ダ
イ
ジ
オ
ロ
シ
」
を
終
え
た
後
、
一
度
は
一
般
の
職
に
就
い
た
も
の
の
、
昭
和
五
〇
年

代
に
当
時
の
県
知
事
か
ら
民
俗
文
化
保
存
へ
の
協
力
を
要
請
さ
れ
た
の
を
受
け
、「
イ
タ
コ
」
と
し
て
活
動
し
始
め
た
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
来
歴
に
関
し

て
は
、
Ｎ
Ｓ
自
身
と
周
囲
の
者
と
の
間
で
認
識
の
隔
た
り
が
存
在
し
１
１

、
少
な
く
と
も
、
恐
山
の
イ
タ
コ
組
合
を
取
り
仕
切
る
Ａ
Ｙ
の
側
で
は
彼
を
「
イ
タ
コ
」

と
見
な
し
て
い
な
い
。 

村
上
や
高
松
敬
吉
も
指
摘
す
る
よ
う
に
１
２

、
Ｎ
Ｓ
は
従
来
的
な
イ
タ
コ
の
在
り
様
を
脱
し
た
巫
者
で
あ
り
、
師
資
相
承
の
伝
統
の
保
有
が
窺
わ
れ
る
と
は
言

え
、
カ
ミ
サ
マ
型
の
巫
者
が
「
イ
タ
コ
」
を
自
称
し
て
活
動
す
る
ケ
ー
ス
に
近
似
す
る
と
言
え
る
。
こ
れ
は
弟
子
で
あ
る
Ｓ
巫
女
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
Ｎ

Ｓ
の
活
躍
や
Ｓ
巫
女
の
大
祭
へ
の
参
加
は
、
人
数
減
少
に
伴
う
イ
タ
コ
の
勢
力
的
な
弱
体
化
を
示
唆
す
る
と
同
時
に
、
人
々
の
《
イ
タ
コ
》

・

・

・

・

・

に
対
す
る
需
要
の

高
さ
を
物
語
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
述
べ
る
需
要
と
は
、
桜
井
徳
太
郎
が
「
カ
ミ
サ
マ
に
よ
る
代
替
的
な
口
寄
せ
の
施
行
」
と
い
う
事
例
で
示
し
た
よ

う
な
１
３

、
地
域
社
会
に
根
差
し
た
民
俗
文
化
と
し
て
の
イ
タ
コ
に
対
す
る
需
要
と
同
義
で
は
な
い
。
既
述
の
と
お
り
、
Ｓ
巫
女
が
平
生
に
お
い
て
活
動
の
拠
点

と
す
る
の
は
宮
城
県
で
あ
る
。
当
地
は
恐
山
の
信
仰
圏
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
イ
タ
コ
文
化
の
直
接
的
な
継
承
母
体
で
は
な
い
。
ま
た
、「
元
祖
津
軽
イ
タ
コ
大
師

匠
」
を
名
乗
る
Ｎ
Ｓ
は
、
こ
の
肩
書
き
を
も
っ
て
東
京
の
セ
ミ
ナ
ー
等
で
も
活
動
し
て
い
る
１
４

。
彼
ら
の
存
在
を
成
立
さ
せ
て
い
る
「
イ
タ
コ
」
へ
の
希
求
、

そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
醸
成
さ
れ
た
、
《
イ
タ
コ
》
と
い
う
表
象
に
対
し
て
の
希
求
で
あ
る
。 

姿
を
消
し
て
い
く
伝
統
的
な
イ
タ
コ
と
は
対
照
的
に
、
脱
地
域
的
な
需
要
を
内
在
さ
せ
る
《
イ
タ
コ
》
の
〝
利
用
者
〟
は
、
そ
の
表
象
と
受
容
者
が
再
生
産

さ
れ
続
け
る
限
り
、
今
後
も
後
を
絶
た
な
い
だ
ろ
う
。 

 

第
四
節 

期
間
中
の
動
向 

  

１ 

恐
山
大
祭 
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七
月
二
〇
日
か
ら
計
五
日
間
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
る
恐
山
大
祭
は
、
例
年
、
休
日
や
祝
日
と
重
な
る
日
を
中
心
に
多
く
の
人
で
賑
わ
う
。
こ
う
し
た
日
に

「
イ
タ
コ
」
に
口
寄
せ
を
依
頼
し
よ
う
と
思
っ
た
場
合
、
開
門
と
同
時
に
境
内
へ
入
場
し
な
い
限
り
は
、
最
低
で
も
三
時
間
か
ら
四
時
間
の
待
機
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
。
進
み
の
遅
い
列
で
は
七
時
間
待
っ
て
も
順
が
回
っ
て
こ
ず
、
そ
の
ま
ま
閉
門
を
迎
え
、
泣
く
泣
く
帰
宅
の
途
に
就
く
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。

午
前
の
う
ち
に
待
機
し
て
い
れ
ば
、
閉
門
ま
で
に
口
寄
せ
を
依
頼
出
来
る
可
能
性
も
高
い
が
、
正
午
以
降
は
そ
の
可
能
性
が
格
段
に
低
く
な
る
。
そ
の
た
め
、

観
光
会
社
の
パ
ッ
ク
ツ
ア
ー
を
利
用
し
た
来
訪
者
が
口
寄
せ
を
依
頼
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
困
難
な
状
況
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

一
八
時
を
も
っ
て
山
門
が
閉
じ
ら
れ
る
と
、
霊
場
内
と
外
部
と
の
往
来
が
完
全
に
遮
断
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
は
閉
門
時
間
に
な
る
と
、

い
く
ら
客
が
待
っ
て
い
た
と
し
て
も
強
制
的
に
終
了
と
な
る
。
終
了
時
間
に
つ
い
て
は
、
霊
場
を
管
理
す
る
寺
院
と
イ
タ
コ
の
組
合
と
の
間
で
取
り
決
め
が
な

さ
れ
て
お
り
、
「
イ
タ
コ
」
は
こ
の
時
間
を
順
守
し
な
け
れ
ば
当
地
で
商
売
を
行
う
こ
と
が
出
来
な
い
。 

 

以
上
の
状
況
は
、
二
〇
一
四
年
を
含
め
、
論
者
が
祭
典
に
参
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
二
〇
一
一
年
以
降
の
大
祭
の
概
況
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
様
相
を
生
み

出
す
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
他
で
も
な
く
、
参
加
す
る
イ
タ
コ
の
減
少
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
需
要
と
供
給
の
不
一
致
、
恐
山
に
お
け
る
「
イ
タ
コ
の
口

寄
せ
」
の
現
状
は
、
ま
さ
に
こ
れ
を
体
現
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。 

 

こ
こ
で
は
、
二
〇
一
四
年
の
恐
山
大
祭
に
お
け
る
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
の
様
子
を
一
日
ご
と
、
時
系
列
に
記
し
て
お
き
た
い
。
期
間
中
で
最
も
混
雑
し
た

の
は
、
日
曜
と
祝
日
で
連
休
と
な
っ
た
大
祭
一
日
目
（
二
〇
日
）
と
二
日
目
（
二
一
日
）
の
二
日
間
で
、
両
日
を
除
け
ば
、
夕
方
に
は
依
頼
者
の
列
も
解
消
さ

れ
る
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。 

 

［
七
月
一
九
日
（
土
）
：
大
祭
前
日
］ 

 

恐
山
に
イ
タ
コ
が
参
集
す
る
の
は
、
基
本
的
に
祭
典
期
間
中
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
境
内
に
は
既
に
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
の
看
板
が
出
さ

れ
、
三
つ
の
イ
タ
コ
小
屋
が
出
来
て
い
た
（
写
真

10
‐

3
）
。
た
だ
し
、
調
査
者
が
到
着
し
た
一
三
時
四
五
分
の
段
階
で
口
寄
せ
を
し
て
い
た
の
は
Ａ
巫
女
と

Ｓ
巫
女
の
み
で
、
中
央
の
位
置
す
る
Ｍ
巫
女
の
小
屋
は
入
口
が
閉
じ
ら
れ
て
い
た
。
Ｍ
巫
女
の
場
合
、
こ
の
日
は
小
屋
掛
け
だ
け
を
済
ま
せ
、
商
売
は
行
わ
な

か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
Ｓ
巫
女
の
来
訪
日
は
不
明
で
あ
る
が
、
Ａ
巫
女
は
例
年
一
五
日
頃
に
は
来
山
し
て
い
る
と
言
い
、
今
年
は
一
三
日
に
お
山
に
登
っ
た
と
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の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

休
日
の
た
め
、
駐
車
場
に
は
あ
る
程
度
の
車
が
停
ま
っ
て
い
た
が
、
口
寄
せ
に
並
ぶ
人
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
、
一
三
時
四
五
分
時
点
で
の
待
機
者
は
Ａ
巫

女
が
五
名
、
Ｓ
巫
女
が
四
名
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
客
足
が
完
全
に
途
切
れ
る
こ
と
は
な
く
、
一
六
時
を
回
っ
て
な
お
、
両
者
の
小
屋
に
は
一
三
時
台
と
同
程

度
の
待
機
者
が
見
受
け
ら
れ
た
。 

 

［
七
月
二
〇
日
（
日
）
：
大
祭
一
日
目
］ 

 

開
門
時
間
は
五
時
半
で
あ
る
も
の
の
、
五
時
の
段
階
で
山
門
前
の
駐
車
場
は
満
車
の
様
相
を
呈
し
、
入
山
券
の
販
売
所
前
に
は
既
に
長
蛇
の
列
が
形
成
さ
れ

て
い
た
（
写
真

10
‐

4
）
。
こ
の
時
点
で
の
待
機
者
は
約
六
〇
名
で
あ
る
。
夏
季
と
は
言
え
、
早
朝
の
山
上
は
冷
え
込
み
が
厳
し
く
、
人
々
は
各
々
毛
布
や
防

寒
着
を
身
に
纏
い
、
開
門
を
待
ち
わ
び
て
い
た
。
ま
た
、
長
時
間
の
待
機
を
覚
悟
し
、
折
り
畳
み
の
椅
子
を
持
参
し
て
い
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
待
機
列

の
先
頭
付
近
に
並
ん
で
い
る
人
々
は
、
お
そ
ら
く
昨
晩
の
内
に
家
を
出
発
し
、
夜
中
の
二
時
前
後
に
当
地
に
到
着
し
て
か
ら
車
中
で
夜
を
明
か
し
た
人
々
と
み

ら
れ
る
。
駐
車
場
に
停
め
ら
れ
た
車
の
登
録
地
は
、
水
戸
や
石
川
等
、
全
国
各
地
に
わ
た
っ
て
い
た
。 

 

寺
院
関
係
者
よ
り
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
に
関
す
る
説
明
（
来
山
し
て
い
る
巫
者
は
三
名
で
あ
る
こ
と
、
路
面
が
滑
り
や
す
い
た
め
慌
て
な
い
こ
と
等
）
と

卒
塔
婆
供
養
の
受
付
場
所
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
た
後
、
五
時
三
〇
分
に
開
門
。
入
山
券
を
手
に
し
た
人
の
殆
ど
が
一
目
散
に
イ
タ
コ
小
屋
へ
と
向
か
い

（
写
真

10
‐

5
）
、
開
門
と
同
時
に
三
つ
の
小
屋
の
前
に
は
列
が
出
来
た
（
写
真

10
‐

6
）
。
五
時
四
〇
分
時
点
で
の
待
機
者
数
は
、
Ａ
巫
女
が
一
四
名
（
小
屋

の
外
の
み
。
小
屋
の
中
に
も
待
機
場
所
が
あ
る
た
め
、
実
数
は
四
‐
六
人
程
度
多
い
）
、
Ｍ
巫
女
が
一
九
名
、
Ｓ
巫
女
が
二
〇
名
（
小
屋
の
外
の
み
。
小
屋
の
中

に
も
待
機
場
所
が
あ
る
た
め
、
実
数
は
四
‐
六
名
程
度
多
い
）
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
山
内
の
宿
坊
に
泊
ま
っ
て
い
る
客
が
開
門
前
の
四
時
か
ら
口
寄
せ
を
待

っ
て
い
る
た
め
、
例
え
開
門
と
同
時
に
入
山
し
た
と
し
て
も
、
一
番
に
口
寄
せ
を
依
頼
出
来
る
わ
け
で
は
な
い
。
五
時
か
ら
山
門
前
の
列
で
待
機
し
、
入
山
後

す
ぐ
に
Ａ
巫
女
の
列
に
並
ん
だ
調
査
者
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
口
寄
せ
の
順
番
が
回
っ
て
き
た
の
は
八
時
四
〇
分
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
三
時
間
の
待
ち
時
間

で
あ
れ
ば
か
な
り
恵
ま
れ
た
ケ
ー
ス
と
言
え
、
九
時
台
か
ら
並
び
始
め
た
人
の
中
に
は
、
一
五
時
の
段
階
で
ま
だ
順
番
が
回
っ
て
来
て
い
な
い
人
の
姿
も
見
受 
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写真 10-3  大祭前日  

 

写真 10-4  開門を待つ人々（大祭 1 日目）  
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写真 10-5  イタコ小屋へ急ぐ人々（大祭 1 日目）  

 

写真 10-6  開門直後のイタコ小屋（大祭 1 日目）  
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け
ら
れ
た
。
巫
者
は
昼
に
一
時
間
程
度
の
休
憩
を
取
る
た
め
、
こ
れ
を
挟
ん
だ
場
合
に
は
、
必
然
的
に
待
ち
時
間
が
一
時
間
延
び
る
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
の
日
は
時
折
小
雨
の
降
る
不
安
定
な
天
候
で
あ
っ
た
が
、
一
一
時
を
過
ぎ
た
頃
に
は
霊
場
に
近
接
す
る
駐
車
場
が
自
家
用
車
や
観
光
バ
ス
で
埋
ま
り
（
写

真

10
‐

7
）
、
境
内
は
非
常
に
多
く
の
人
で
混
雑
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
一
一
時
台
に
は
各
小
屋
に
三
〇
‐
四
〇
名
の
人
が
並
ぶ
よ
う
な
状
況
と
な
り
（
写
真

10

‐

8
）
、
列
の
進
み
が
比
較
的
早
い
Ａ
巫
女
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
三
時
一
五
分
時
点
で
の
待
機
者
は
三
八
名
（
小
屋
の
外
の
み
）
に
上
っ
た
。
閉
門
時
間

が
近
づ
く
に
つ
れ
、
境
内
の
来
訪
者
と
共
に
口
寄
せ
の
待
機
者
も
徐
々
に
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
が
、
閉
門
一
時
間
前
と
な
っ
て
も
各
小
屋
に
は
未
だ
二
〇
名

弱
の
人
が
列
を
な
し
て
お
り
、
調
査
者
が
一
七
時
一
〇
分
に
最
終
確
認
を
行
っ
た
際
、
最
も
長
い
Ｍ
巫
女
の
待
機
列
に
は
二
一
名
の
人
が
並
ん
で
い
た
。 

 

［
七
月
二
一
日
（
月
・
祝
）
：
大
祭
二
日
目
］ 

 

前
日
に
比
し
て
駐
車
場
に
停
ま
っ
て
い
る
車
の
数
は
少
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
五
時
二
〇
分
の
時
点
で
山
門
前
に
は
四
二
名
の
待
機
者
が
見
ら
れ
た
。
五

時
二
五
分
に
開
門
す
る
と
、
や
は
り
待
機
者
の
大
半
が
イ
タ
コ
の
も
と
へ
と
急
ぎ
、
列
を
作
っ
た
。 

五
時
三
〇
分
時
点
で
の
待
機
者
は
、
Ａ
巫
女
が
二
一
名
（
小
屋
の
外
の
み
）
、
Ｍ
巫
女
が
一
八
名
、
Ｓ
巫
女
が
一
七
名
（
小
屋
の
外
の
み
）
で
、
前
日
と
ほ
ぼ

同
程
度
の
人
数
で
あ
っ
た
。
終
日
天
候
に
恵
ま
れ
た
と
は
い
え
、
連
休
最
終
日
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
前
日
ほ
ど
の
人
出
は
な
く
、
一
三
時
一
〇
分
時
点
で

の
Ａ
巫
女
の
小
屋
の
待
機
者
は
、
前
日
の
三
八
名
を
大
き
く
下
回
る
一
三
名
（
小
屋
の
外
の
み
）
で
あ
っ
た
。
最
終
確
認
を
行
っ
た
一
七
時
一
〇
分
の
段
階
で

も
、
小
屋
の
外
の
待
機
者
は
Ａ
巫
女
が
三
名
（
小
屋
中
に
六
名
）
、
Ｍ
巫
女
が
一
一
名
、
Ｓ
巫
女
が
〇
名
（
小
屋
の
中
に
約
八
名
）
と
い
っ
た
状
況
で
、
Ｍ
巫
女

の
場
合
も
や
は
り
前
日
の
半
数
に
と
ど
ま
っ
た
。 

 

［
七
月
二
二
日
（
火
）
：
大
祭
三
日
目
］ 

 

平
日
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
五
時
一
〇
分
時
点
に
お
け
る
山
門
前
の
待
機
者
は
三
五
名
で
あ
っ
た
。
定
時
よ
り
一
〇
分
ほ
ど
早
く
開
門
す
る
と
同
時
に
、
例

に
よ
っ
て
イ
タ
コ
小
屋
の
前
に
は
列
が
出
来
た
が
、
そ
の
数
は
や
や
減
少
し
、
Ａ
巫
女
が
一
二
名
（
小
屋
の
外
の
み
）
、
Ｍ
巫
女
が
一
八
名
、
Ｓ
巫
女
が
八
名
（
小

屋
の
外
の
み
）
で
あ
っ
た
。 
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写真 10-7  駐車場の様子（大祭 1 日目）  

 

写真 10-8  11 時 20 分頃の待機列（大祭 1 日目）  



257 

 

こ
の
日
は
、
一
〇
時
よ
り
大
祭
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
称
さ
れ
る
山
主
上
山
式
が
執
行
さ
れ
た
。
山
主
上
山
式
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
恐
山
山
主
（
別
当
寺
で

あ
る
円
通
寺
住
職
）
の
入
山
儀
礼
に
あ
た
り
、
念
仏
講
の
人
々
や
僧
侶
に
牽
引
さ
れ
た
行
列
が
三
途
の
川
か
ら
地
蔵
堂
へ
と
進
む
。
山
主
の
隊
列
が
境
内
を
進

む
間
、
イ
タ
コ
は
参
道
の
脇
か
ら
山
主
の
入
山
を
出
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
決
ま
り
と
な
っ
て
い
る
（
写
真

10
‐

9
）
。
そ
の
た
め
、
一
〇
時
一
〇
分
か
ら

約
一
〇
分
間
に
わ
た
り
、
口
寄
せ
は
中
断
と
な
っ
た
。 

と
は
言
え
、
来
訪
者
の
減
少
と
比
例
し
て
口
寄
せ
の
依
頼
者
は
徐
々
に
減
っ
て
い
き
、
一
六
時
四
五
分
に
は
Ａ
巫
女
の
小
屋
の
客
足
が
途
絶
え
た
。
最
終
確

認
を
行
っ
た
一
七
時
時
点
で
の
待
機
者
は
、
Ａ
巫
女
が
〇
名
、
Ｍ
巫
女
が
七
名
、
Ｓ
巫
女
が
二
名
と
い
っ
た
状
況
で
あ
っ
た
。 

 

［
七
月
二
三
日
（
水
）
：
大
祭
四
日
目
］ 

 

雨
天
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
開
門
時
（
五
時
二
〇
分
）
の
待
機
者
は
僅
か
に
一
〇
名
と
、
前
日
の
約
四
分
の
一
ま
で
減
少
し
、
口
寄
せ
の
待
機
者
数
も
開
門

か
ら
五
分
後
の
時
点
で
、
Ａ
巫
女
が
七
名
（
小
屋
の
外
の
み
）
、
Ｍ
巫
女
が
五
名
、
Ｓ
巫
女
が
四
名
（
小
屋
の
外
の
み
）
に
と
ど
ま
っ
た
。 

こ
の
日
は
巫
者
に
よ
っ
て
客
の
数
に
大
き
な
差
が
見
ら
れ
、
九
時
を
回
っ
た
あ
た
り
で
Ａ
巫
女
の
小
屋
の
客
が
途
絶
え
た
の
に
対
し
、
Ｍ
巫
女
の
小
屋
の
外

に
は
、
同
時
間
帯
に
三
〇
名
も
の
待
機
者
が
列
を
な
す
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
（
写
真

10
‐

10
）
。
列
の
選
択
に
際
し
て
は
、
何
よ
り
イ
タ
コ
の
〝
評
判
〟
が

物
を
言
う
。
そ
の
た
め
、
口
寄
せ
の
依
頼
者
の
中
に
は
、
人
が
並
ん
で
い
な
い
イ
タ
コ
を
選
択
す
る
こ
と
に
抵
抗
を
示
す
者
も
少
な
く
な
い
。
つ
ま
り
、
複
数

の
イ
タ
コ
が
参
集
す
る
イ
タ
コ
マ
チ
に
お
い
て
は
、
客
の
多
い
イ
タ
コ
が
さ
ら
に
客
を
増
や
し
、
客
の
少
な
い
イ
タ
コ
の
も
と
に
は
さ
ら
に
人
が
寄
り
付
か
な

い
、
と
い
っ
た
事
態
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。 

 

そ
の
後
、
Ａ
巫
女
の
小
屋
に
は
断
続
的
に
客
が
訪
れ
て
い
た
が
、
一
六
時
半
に
再
び
客
足
が
途
切
れ
た
。
ま
た
、
常
に
五
人
ほ
ど
の
待
機
者
が
あ
っ
た
Ｓ
巫

女
の
小
屋
も
同
時
刻
に
は
客
が
い
な
く
な
り
、
彼
女
の
場
合
は
そ
の
ま
ま
商
売
を
終
了
し
、
一
七
時
に
は
車
で
山
を
下
り
た
。
一
七
時
時
点
で
の
待
機
者
数
は
、

Ａ
巫
女
が
〇
名
、
Ｍ
巫
女
が
八
名
で
あ
っ
た
。 

 

［
七
月
二
四
日
（
木
）
：
大
祭
最
終
日
］ 
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写真 10-9  山主の隊列を出迎えるイタコ  

 

写真 10-10  9 時の待機列（大祭 4 日目）  
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五
時
二
〇
分
に
開
門
。
開
門
時
の
待
機
者
は
一
五
名
と
前
日
よ
り
や
や
多
か
っ
た
も
の
の
、
口
寄
せ
の
待
機
者
数
は
開
門
後
五
分
の
時
点
で
Ａ
巫
女
が
六
名
、

Ｍ
巫
女
が
四
名
、
Ｓ
巫
女
が
三
名
と
、
軒
並
み
前
日
を
下
回
っ
た
。
い
ず
れ
の
イ
タ
コ
も
待
機
者
が
一
〇
名
を
超
え
る
こ
と
は
な
く
、
前
日
同
様
、
九
時
に
は

Ａ
巫
女
の
小
屋
に
客
が
い
な
く
な
っ
た
。
こ
の
段
階
で
は
Ｍ
巫
女
の
小
屋
に
八
名
、
Ｓ
巫
女
の
小
屋
に
一
名
の
待
機
者
が
あ
っ
た
が
、
Ｍ
巫
女
と
Ｓ
巫
女
の
小

屋
で
も
一
三
時
半
に
は
客
足
が
途
絶
え
、
両
者
は
そ
の
ま
ま
商
売
を
終
了
し
、
一
六
時
に
は
世
話
役
の
車
で
山
を
下
り
た
。
Ｍ
巫
女
の
小
屋
は
迎
え
に
来
た
親

族
が
解
体
作
業
を
行
い
、
車
に
積
ん
で
持
っ
て
帰
っ
た
が
、
Ｓ
巫
女
の
小
屋
は
寺
の
関
係
者
が
解
体
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
。 

な
お
、
Ａ
巫
女
の
小
屋
で
は
Ａ
Ｙ
に
よ
っ
て
一
三
時
頃
か
ら
部
分
的
な
解
体
作
業
が
開
始
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
間
も
断
続
的
に
訪
れ
る
客
を
相
手
に
商
売

が
継
続
さ
れ
、
最
終
的
に
一
七
時
ま
で
口
寄
せ
が
実
施
さ
れ
た
。
Ａ
巫
女
と
Ａ
Ｙ
は
こ
の
日
も
宿
舎
に
泊
ま
り
、
翌
日
の
朝
に
山
を
下
り
た
。 

 

２ 

恐
山
秋
詣
り 

恐
山
秋
詣
り
は
計
三
日
間
の
開
催
と
大
祭
に
比
し
て
期
間
が
短
く
、
一
〇
月
の
三
連
休
と
重
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
夏
ほ
ど
の
賑
わ
い
は
な
い
。
そ
の
う

え
、
三
日
目
は
正
午
を
回
る
と
寺
院
に
よ
る
撤
収
作
業
が
本
格
化
し
、
祭
典
は
既
に
終
わ
り
の
様
相
を
呈
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
頃
に
な
る
と
「
イ
タ
コ
の

口
寄
せ
」
に
並
ぶ
客
も
非
常
に
少
な
く
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
待
ち
時
間
を
全
く
要
さ
ず
に
口
寄
せ
を
依
頼
出
来
る
こ
と
も
あ
っ
た
。 

と
は
言
え
、
全
日
を
通
じ
て
五
時
三
〇
分
の
開
門
前
に
は
入
場
を
待
つ
人
々
が
列
を
な
し
、
開
門
と
同
時
に
イ
タ
コ
小
屋
の
前
に
は
や
は
り
待
機
列
が
形
成

さ
れ
て
い
た
。
夏
の
大
祭
時
に
は
、
一
八
時
の
閉
門
ま
で
に
口
寄
せ
を
依
頼
出
来
な
い
と
い
う
事
態
も
発
生
し
て
い
た
が
、
翌
日
に
な
っ
て
か
ら
Ａ
Ｙ
に
確
認

す
る
限
り
、
秋
詣
り
の
際
は
、
閉
門
ま
で
に
全
て
の
依
頼
を
消
化
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

［
一
〇
月
一
〇
日
（
金
）
：
秋
詣
り
前
日
］ 

 

調
査
者
が
到
着
し
た
の
は
一
四
時
四
〇
分
頃
で
あ
っ
た
が
、
祭
典
前
日
の
平
日
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
駐
車
場
に
は
あ
る
程
度
の
車
が
見
ら
れ
た
も
の
の
、

イ
タ
コ
の
口
寄
せ
に
は
全
く
客
が
並
ん
で
い
な
い
状
態
で
あ
っ
た
（
写
真

10
‐

11
）
。
Ｍ
巫
女
は
こ
の
日
に
八
戸
よ
り
車
で
来
山
し
て
小
屋
掛
け
を
行
っ
た
と

の
こ
と
で
、
客
が
少
な
い
た
め
か
小
屋
の
中
に
姿
は
な
く
、
商
売
を
行
っ
て
い
る
様
子
は
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。 
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一
方
、
既
に
一
週
間
ほ
ど
商
売
を
営
ん
で
い
る
Ａ
巫
女
の
小
屋
に
は
断
続
的
に
客
が
訪
れ
て
い
た
が
、
そ
の
大
半
は
口
寄
せ
を
目
的
に
当
地
を
訪
れ
た
者
で

は
な
く
、
す
ぐ
に
口
寄
せ
を
し
て
も
ら
え
る
と
い
う
状
況
を
見
て
偶
発
的
に
依
頼
を
行
っ
た
人
々
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
祭
典
が
始
ま
る
ま
で
の
期
間
は
、
こ

う
し
た
状
況
が
続
い
て
い
た
よ
う
だ
。 

 

［
一
〇
月
一
一
日
（
土
）
：
秋
詣
り
一
日
目
］ 

 

大
祭
時
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
開
門
三
〇
分
前
の
時
点
で
、
入
山
券
の
販
売
所
の
前
に
は
防
寒
着
に
身
を
包
ん
だ
人
々
が
待
機
列
を
形
成
し
て
い
た
。
日

の
出
前
で
冷
え
込
み
が
厳
し
い
た
め
、
車
中
で
開
門
を
待
つ
人
も
少
な
く
な
い
。
開
門
前
に
は
寺
院
の
関
係
者
か
ら
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
に
関
す
る
説
明
（
来
山

し
て
い
る
イ
タ
コ
は
二
名
で
あ
る
こ
と
、
口
寄
せ
を
依
頼
す
る
に
は
待
ち
時
間
が
必
要
と
な
る
こ
と
、
路
面
が
滑
り
や
す
い
た
め
慌
て
な
い
こ
と
等
）
と
、
卒

塔
婆
供
養
の
受
付
場
所
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
た
が
、
待
機
列
の
人
々
の
発
す
る
質
問
が
口
寄
せ
に
係
る
も
の
で
あ
る
様
子
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
に
並
ん

で
い
る
人
の
多
く
は
口
寄
せ
を
最
た
る
目
的
と
し
た
来
訪
者
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
（
写
真

10
‐

12
）
。
ま
た
、
入
山
時
の
混
雑
を
避
け
る
た
め
、
複
数
人
の
グ

ル
ー
プ
で
来
訪
し
て
い
る
場
合
に
は
、
グ
ル
ー
プ
の
代
表
者
が
ま
と
め
て
入
山
券
を
購
入
す
る
よ
う
に
と
の
指
示
が
な
さ
れ
た
。 

 

定
時
よ
り
五
分
ほ
ど
早
く
開
門
。
こ
の
時
点
で
待
機
列
に
は
一
五
名
以
上
の
人
が
並
ん
で
お
り
、
入
山
券
を
手
に
し
た
人
々
は
門
を
く
ぐ
る
と
一
目
散
に
イ

タ
コ
の
も
と
へ
向
か
い
、
イ
タ
コ
小
屋
の
前
に
は
あ
っ
と
い
う
間
に
列
が
出
来
た
（
写
真

10
‐

13
）
。
こ
の
段
階
で
の
待
機
者
は
、
Ａ
巫
女
の
小
屋
の
前
に
一

四
名
（
小
屋
の
外
の
み
）
、
Ｍ
巫
女
の
小
屋
の
前
に
八
名
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
イ
タ
コ
は
ま
だ
小
屋
に
お
ら
ず
、
Ａ
巫
女
は
五
時
五
〇
分
頃
、
Ｍ
巫
女
は
六
時

一
五
分
頃
に
そ
れ
ぞ
れ
小
屋
へ
と
や
っ
て
き
て
口
寄
せ
を
開
始
し
た
。 

 

こ
の
日
は
三
連
休
の
初
日
で
快
晴
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
午
前
一
〇
時
を
回
っ
た
頃
か
ら
境
内
は
来
訪
者
で
混
雑
し
始
め
、
口
寄
せ
の
列
も
一
〇
時
四
〇
分

に
は
Ａ
巫
女
に
二
一
名
（
小
屋
の
外
の
み
）
、
Ｍ
巫
女
に
二
六
名
の
人
が
並
ぶ
状
態
と
な
っ
て
い
た
（
写
真

10
‐

14
）
。
口
寄
せ
に
は
大
抵
二
‐
四
名
程
度
の
グ

ル
ー
プ
で
並
ん
で
い
る
た
め
、
上
記
の
待
機
者
数
が
そ
の
ま
ま
依
頼
の
件
数
に
相
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
依
頼
者
と
な
る
グ
ル
ー
プ
が
血
縁
集
団

の
よ
う
な
場
合
に
は
、
一
度
に
複
数
の
霊
を
降
ろ
す
ケ
ー
ス
も
多
く
、
一
人
の
霊
を
降
ろ
す
に
際
し
て
一
五
‐
二
〇
分
の
時
間
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
列
の
進

み
は
決
し
て
早
く
な
い
。
そ
の
う
え
、
一
二
時
半
を
過
ぎ
た
あ
た
り
で
、
各
々
の
イ
タ
コ
は
昼
食
の
た
め
に
一
時
間
程
度
の
休
憩
に
入
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
日 
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写真 10-11  秋詣り前日  

 

写真 10-12  開門を待つ人々（秋詣り 1 日目）  
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写真 10-13  開門直後のイタコ小屋（秋詣り 1 日目）  

 

写真 10-14  10 時 40 分の待機列（秋詣り 1 日目）  
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は
、
Ａ
巫
女
が
一
二
時
三
〇
分
、
Ｍ
巫
女
が
一
二
時
四
〇
分
頃
に
離
席
し
た
が
、
こ
の
時
点
で
前
者
に
は
二
三
名
、
後
者
に
は
二
二
名
の
待
機
者
が
あ
っ
た
。

一
一
時
四
〇
分
か
ら
Ａ
巫
女
の
列
に
並
び
始
め
た
女
性
の
場
合
、
口
寄
せ
を
終
え
た
の
は
一
六
時
と
い
っ
た
具
合
で
あ
っ
た
。 

 

調
査
者
が
最
終
確
認
を
行
っ
た
一
五
時
五
〇
分
の
段
階
で
、
Ａ
巫
女
の
待
機
者
が
一
九
名
（
小
屋
の
外
の
み
）
、
Ｍ
巫
女
の
待
機
者
が
一
六
名
で
あ
っ
た
。 

 

［
一
〇
月
一
二
日
（
日
）
：
秋
詣
り
二
日
目
］ 

 

前
日
と
同
様
、
五
時
過
ぎ
に
は
一
〇
名
程
度
の
人
が
入
山
券
の
販
売
所
前
に
並
ん
で
い
た
。
寺
院
関
係
者
よ
り
口
寄
せ
と
卒
塔
婆
供
養
に
関
す
る
説
明
が
あ

っ
た
後
、
五
時
二
五
分
に
開
門
。
入
山
券
を
手
に
し
た
人
の
殆
ど
が
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
へ
と
急
ぎ
、
列
を
形
成
し
た
。
こ
の
時
の
待
機
者
数
は
、
Ａ
巫
女
が
一

二
名
（
小
屋
の
外
の
み
）
、
Ｍ
巫
女
が
一
二
名
で
あ
る
。
山
門
外
に
並
ん
で
い
た
人
々
が
入
山
し
た
時
点
で
既
に
Ａ
巫
女
は
口
寄
せ
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
日
は

宿
坊
の
宿
泊
者
が
開
門
前
に
口
寄
せ
を
依
頼
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
Ｍ
巫
女
も
開
門
の
一
〇
分
後
に
は
小
屋
へ
と
や
っ
て
来
て
、
商
売
を
開
始
し
た
。 

 

連
休
の
中
日
で
天
候
に
も
恵
ま
れ
た
た
め
、
こ
の
日
も
八
時
を
回
っ
た
あ
た
り
か
ら
来
訪
者
が
増
加
し
、
口
寄
せ
も
前
日
と
同
等
の
賑
わ
い
を
み
せ
た
。
一

二
時
五
〇
分
の
時
点
で
の
待
機
者
は
Ａ
巫
女
が
一
四
名
（
小
屋
の
外
の
み
）
、
Ｍ
巫
女
が
一
八
名
で
あ
り
、
Ｍ
巫
女
の
列
に
八
時
台
に
並
ん
だ
夫
婦
が
口
寄
せ
を

依
頼
出
来
た
の
は
、
一
五
時
一
〇
分
頃
で
あ
っ
た
。 

 

最
終
確
認
を
行
っ
た
一
六
時
の
段
階
で
の
待
機
者
は
、
Ａ
巫
女
が
八
名
（
小
屋
の
外
の
み
）
、
Ｍ
巫
女
が
一
七
名
で
あ
っ
た
。 

 

［
一
〇
月
一
三
日
（
月
・
祝
）
：
秋
詣
り
最
終
日
］ 

 

台
風
の
接
近
に
伴
い
、
天
気
が
下
り
坂
な
う
え
、
連
休
最
終
日
と
い
う
こ
と
で
客
足
は
ま
ば
ら
で
あ
っ
た
。
前
日
ま
で
は
五
時
に
は
埋
ま
っ
て
い
た
山
門
前

の
駐
車
場
も
空
き
ス
ペ
ー
ス
が
目
立
ち
、
待
機
列
も
五
時
二
〇
分
を
回
っ
て
よ
う
や
く
形
成
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
並
ん
だ
人
の

大
半
は
「
畳
石
観
光
」
（
宮
城
県
石
巻
市
）
の
バ
ス
で
や
っ
て
き
た
団
体
客
で
あ
り
、
こ
の
団
体
客
を
除
け
ば
待
機
者
は
殆
ど
無
い
に
等
し
い
と
言
え
る
。 

五
時
二
五
分
に
開
門
す
る
と
、
畳
石
観
光
の
人
々
は
そ
の
ま
ま
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
へ
と
向
か
っ
た
。
こ
の
時
点
で
の
待
機
者
は
、
Ａ
巫
女
、
Ｍ
巫
女
共

に
一
二
名
で
あ
る
。
両
者
と
も
ま
だ
小
屋
に
は
姿
を
見
せ
て
お
ら
ず
、
Ａ
巫
女
は
開
門
か
ら
約
一
〇
分
後
、
Ｍ
巫
女
は
一
時
間
後
の
六
時
三
〇
分
頃
に
小
屋
へ 
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写真 10-15  小屋入口の撤去作業（秋詣り最終日）  

 

写真 10-16  「御守札」（秋詣り最終日）  
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と
や
っ
て
来
た
。 

 

全
日
に
わ
た
っ
て
来
訪
者
が
少
な
い
う
え
に
、
寺
院
側
と
し
て
も
「
終
わ
り
支
度
」
の
感
が
強
く
、
一
一
時
に
は
祭
典
に
使
用
し
た
物
品
の
撤
去
作
業
が
開

始
さ
れ
、
一
二
時
三
〇
分
に
は
祭
典
期
間
中
の
法
要
の
補
佐
で
来
山
し
て
い
た
僧
侶
達
も
山
を
下
り
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
た
め
、
口
寄
せ
の
依
頼
者

も
前
日
ま
で
と
比
べ
て
格
段
に
少
な
く
、
九
時
の
段
階
で
の
待
機
者
は
Ａ
巫
女
が
二
名
（
小
屋
の
外
の
み
）
、
Ｍ
巫
女
が
一
三
名
で
、
一
〇
時
四
〇
分
に
は
Ａ
巫

女
の
待
機
者
は
小
屋
の
中
の
み
と
な
っ
た
。 

そ
の
後
、
一
二
時
二
〇
分
頃
に
は
Ａ
巫
女
の
小
屋
の
客
足
が
途
絶
え
、
一
三
時
四
〇
分
頃
に
は
Ｍ
巫
女
の
小
屋
に
も
客
が
い
な
く
な
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
商

売
を
終
了
し
た
Ｍ
巫
女
は
、
車
で
駆
け
つ
け
た
親
族
が
小
屋
の
撤
去
を
行
っ
た
う
え
で
一
五
時
に
山
を
下
り
た
。
対
し
て
Ａ
巫
女
は
、
以
降
も
断
続
的
に
訪
れ

る
客
に
対
応
し
、
最
終
的
に
一
五
時
過
ぎ
ま
で
商
売
を
行
っ
た
。
口
寄
せ
を
継
続
し
た
ま
ま
、
一
三
時
五
〇
分
頃
よ
り
Ａ
Ｙ
が
商
売
に
支
障
の
な
い
入
口
部
分

の
撤
去
作
業
を
開
始
し
（
写
真

10
‐

15
）
、
客
が
完
全
に
い
な
く
な
っ
た
の
を
確
認
し
た
う
え
で
、
Ａ
巫
女
自
身
も
加
わ
っ
て
小
屋
の
解
体
を
行
っ
た
。
大
祭

時
と
同
様
、
Ａ
巫
女
達
は
一
晩
恐
山
に
宿
泊
し
た
後
、
翌
日
に
帰
宅
す
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

な
お
、
Ｍ
巫
女
が
商
売
を
終
え
た
後
、
イ
タ
コ
両
名
に
は
寺
院
よ
り
「
御
守
札
」
が
授
け
ら
れ
た
（
写
真

10
‐

16
）
。 

 

第
五
節 

口
寄
せ
依
頼
者
の
実
態 

 

夏
季
六
日
間
、
秋
季
四
日
間
の
計
一
〇
日
に
及
ぶ
滞
在
の
中
で
は
、「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
を
求
め
る
多
く
の
方
々
と
話
を
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
口
寄
せ

は
身
近
な
人
の
死
と
い
う
デ
リ
ケ
ー
ト
か
つ
私
的
な
事
柄
に
起
因
す
る
儀
礼
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
論
者
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
よ
う
な
能
動
的
な
働
き
か
け
を
伴

う
聞
き
取
り
は
実
施
し
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
滞
在
中
に
自
然
と
会
話
が
成
立
し
た
口
寄
せ
の
依
頼
者
に
、
ご
厚
意
で
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
に
過
ぎ
な

い
。
ゆ
え
に
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
情
報
は
非
常
に
限
ら
れ
た
断
片
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
依
頼
者
の
実
態
把
握
に
係
る
学
術
的
な
価
値
を
考
慮
し
、
こ
こ
で

は
概
略
化
と
い
う
処
理
を
施
し
た
う
え
で
そ
の
情
報
を
取
り
上
げ
る
。 

論
者
が
接
し
た
依
頼
者
は
計
三
七
名
で
あ
り
、
伺
っ
た
内
容
を
ま
と
め
た
の
が
【
表

10
‐

2
】
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
①
ど
こ
か
ら
来
た
か
（
居
住
地
）
、 
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【
表
10‐

2】
口
寄
せ
を
目
的
と
し
た
来
訪
者
に
伺
っ
た
内
容

性
別

居
住

地
下

北
ま

で
の

主
な

交
通

手
段

1
女
2名

青
森

県
青

森
市

東
北

地
方

・
青

森
市

在
住

の
女

性
：

二
三

年
前

、
イ

タ
コ

Ｍ
Ｔ

に
口

寄
せ

を
し

て
も

ら
っ

た
。

今
回

も
口

寄
せ

を
し

て
も

ら
っ

た
が

、
正

直
物

足
り

な
か

っ
た

。
・

東
北

地
方

在
住

の
女

性
：

（
し

ゃ
く

な
げ

荘
で

も
「

口
寄

せ
」

が
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
を

知
り

）
恐

山
で

の
口

寄
せ

は
一

方
的

だ
っ

た
。

霊
と

話
せ

る
ほ

う
が

い
い

。
も

う
一

回
や

っ
て

も
ら

お
う

か
と

考
え

て
い

る
。

2
女

秋
田

県
・

一
〇

年
前

に
来

て
口

寄
せ

を
し

た
。

今
回

は
親

戚
の

お
じ

い
さ

ん
が

亡
く

な
っ

た
か

ら
来

た
。

四
人

呼
び

た
い

が
、

混
ん

で
い

る
た

め
、

三
人

が
限

界
か

と
思

う
。

3
男

自
家

用
車

・
朝
4時

に
は
到
着
し
て
い
た
が
、
車
内
で
寝
て
い
た
た
め
、
七
時
か
ら
イ
タ
コ
の
列
に
並
び
始
め
た
。

・
Ｍ

巫
女

の
列

に
並

ん
で

い
る

が
、

（
一

一
時

二
〇

分
現

在
）

ま
だ

回
っ

て
来

て
い

な
い

。

4
女
3名

宮
城

県
石

巻
自

家
用

車
・
朝
2時

に
車
で
出
て
昼
に
着
い
た
。

5
女

栃
木

県
宇

都
宮

貸
切

バ
ス

・
旅

行
は

寺
が

企
画

し
た

も
の

で
毎

年
来

て
い

る
ら

し
い

が
、

自
分

は
今

年
初

め
て

参
加

し
た

。
・

（
一

一
時

五
五

分
現

在
）

一
時

間
イ

タ
コ

の
列

に
並

ん
で

い
る

。
・

同
じ

団
体

の
他

の
人

に
は

帰
っ

て
も

ら
っ

て
、

自
分

達
は

そ
の

ま
ま

並
ん

で
タ

ク
シ

ー
で

帰
る

。
む

つ
市

の
旅

館
に

泊
ま

っ
て

い
る

。
・

（
Ｍ

巫
女

の
列

に
並

ん
だ

理
由

に
つ

い
て

）
テ

レ
ビ

に
出

て
い

た
、

と
並

ん
で

い
た

人
が

言
っ

て
い

た
。

・
妹

が
亡

く
な

っ
た

夫
を

呼
び

た
く

て
並

ん
で

い
る

。
自

分
も

お
じ

い
さ

ん
と

姉
を

呼
び

出
し

て
も

ら
う

。

6
女

栃
木

県
宇

都
宮

自
家

用
車

・
朝
3時

に
出
て
一
二
時
に
着
い
た
。

・
当

て
ず

っ
ぽ

う
で

Ａ
巫

女
の

列
に

並
ん

で
い

る
。

・
自

分
の

父
と

夫
の

父
を

呼
び

た
い

。

7
女

青
森

県
む

つ
市

・
『

最
後

の
イ

タ
コ

』
を

本
屋

で
見

て
知

り
、

Ｍ
巫

女
に

会
い

た
か

っ
た

が
、

列
が

長
い

か
ら

並
ば

な
い

こ
と

に
し

た
。

・
口

寄
せ

は
一

回
し

か
や

っ
た

こ
と

が
無

い
。

8
女
2名

北
海

道
帯

広
北

海
道

札
幌

・
二

時
間

半
イ

タ
コ

に
並

ん
だ

が
、

や
め

て
帰

る
（

一
三

時
時

点
）

。

9
女
2名

福
島

県
い

わ
き

自
家

用
車

・
夜

九
時

に
出

て
、

朝
九

時
に

着
い

た
。

イ
タ

コ
の

列
に

七
時

間
並

ん
で

い
る

が
、

ま
だ

順
番

が
回

っ
て

こ
な

い
。

・
津

波
で

家
が

流
さ

れ
て

し
ま

っ
た

。
夫

が
亡

く
な

っ
た

義
父

に
相

談
し

た
い

の
だ

と
思

う
。

10
男

女
（

夫
婦

）
静

岡
県

新
幹

線
レ

ン
タ

カ
ー

・
今

朝
出

て
き

た
。

口
寄

せ
が

聞
き

た
か

っ
た

が
、

今
日

は
断

念
す

る
。

11
女

宮
城

県
自

家
用

車
・

朝
九

時
か

ら
口

寄
せ

を
待

っ
て

い
る

（
一

六
時

時
点

）
。

・
三

〇
年

前
に

、
青

森
の

友
達

に
教

え
て

も
ら

っ
て

口
寄

せ
に

来
た

こ
と

が
あ

る
。

イ
タ

コ
OＭ

に
義

父
の

口
寄

せ
を

頼
ん

だ
ら

、
凄

く
当

た
っ

た
。

・
震

災
で

家
を

母
ご

と
持

っ
て

い
か

れ
て

し
ま

っ
た

。

12
男

岩
手

県
大

船
渡

自
家

用
車

・
口

寄
せ

の
順

番
を

5時
間

待
っ

て
い

る
（

一
七

時
時

点
）

。

13
女

岩
手

県
花

巻
・

む
つ

に
一

泊
す

る
。

混
む

だ
ろ

う
か

ら
、

覚
悟

し
て

や
っ

て
来

た
。

14
男

岩
手

県
大

船
渡

自
家

用
車

・
七

時
に

出
発

し
て

一
二

時
に

着
い

た
。

今
日

は
む

つ
に

泊
ま

る
。

15
女

愛
知

県
名

古
屋

・
二

〇
日

に
川

倉
地

蔵
尊

へ
行

っ
た

ら
既

に
口

寄
せ

は
終

わ
っ

て
お

り
、

急
い

で
恐

山
に

来
た

。
・

母
を

呼
び

出
し

て
も

ら
う

16
男

千
葉

県
・

親
戚

が
亡

く
な

っ
た

の
だ

が
、

別
件

で
下

北
に

来
た

と
こ

ろ
、

「
行

っ
た

方
が

い
い

」
と

言
わ

れ
た

。

17
女

福
島

県
貸

切
バ

ス

・
旅

行
会

社
の

ツ
ア

ー
で

友
人

と
一

緒
に

福
島

か
ら

来
た

。
自

分
達

は
朝

三
時

に
宿

泊
先

を
出

発
し

、
タ

ク
シ

ー
で

山
上

ま
で

来
た

。
ツ

ア
ー

の
他

の
人

達
は

後
か

ら
来

る
。

・
長

男
の

口
寄

せ
を

し
て

も
ら

っ
た

。
長

男
は

震
災

後
の

過
労

が
原

因
で

亡
く

な
っ

た
。

・
「

自
分

の
徳

が
足

り
な

か
っ

た
か

ら
な

の
か

な
」

と
思

っ
て

し
ま

う
。

18
男

山
口

県
・

絵
の

デ
ッ

サ
ン

を
し

な
が

ら
一

週
間

ほ
ど

旅
を

し
て

い
る

。
今

日
、

津
軽

の
方

か
ら

恐
山

へ
来

た
。

・
せ

っ
か

く
だ

か
ら

口
寄

せ
を

や
っ

て
い

こ
う

か
と

思
う

。
戦

死
し

た
伯

父
を

呼
び

た
い

。

19

男
2名

女
1名

（
夫

婦
と

祖
父

）

埼
玉

県
新

幹
線

・
口

寄
せ

の
た

め
に

来
た

。
・

（
一

六
時

時
点

）
下

風
呂

に
二

泊
す

る
予

定
の

た
め

、
口

寄
せ

は
明

日
の

朝
に

し
よ

う
か

と
考

え
て

い
る

。

20
女
2名

（
母

娘
）

宮
城

県
自

家
用

車
・

以
前

、
イ

タ
コ

OＭ
巫

女
に

口
寄

せ
を

し
て

も
ら

っ
た

ら
当

た
っ

た
の

で
、

や
っ

て
も

ら
い

た
か

っ
た

。
・

（
一

六
時

半
時

点
）

今
日

は
宿

坊
に

泊
ま

る
か

ら
、

明
日

の
朝

に
や

っ
て

も
ら

お
う

か
と

考
え

て
い

る
。

21
女

国
外

・
ブ

ラ
ジ

ル
か

ら
札

幌
の

親
戚

の
家

に
来

て
、

偶
然

テ
レ

ビ
で

口
寄

せ
を

や
っ

て
い

る
こ

と
を

知
っ

た
。

夫
が

最
近

亡
く

な
っ

た
た

め
、

行
こ

う
か

と
思

っ
た

。
・

昨
日

は
近

く
に

泊
ま

っ
て

、
今

日
も

遅
く

な
り

そ
う

だ
か

ら
泊

ま
っ

て
い

く
。

22
女

東
京

都
飛

行
機

・
島

根
に

住
む

母
が

「
来

た
い

」
と

言
っ

て
い

た
た

め
、

羽
田

で
落

ち
合

っ
て

来
た

。
・

昨
晩

は
宿

坊
に

泊
ま

り
、

朝
四

時
半

か
ら

口
寄

せ
に

並
ん

だ
。

駄
目

だ
っ

た
ら

、
も

う
一

泊
し

よ
う

と
思

っ
た

。

23
男

東
京

都
・

友
人

が
列

に
並

ん
で

い
る

。

24
男

女
（

夫
婦

）
青

森
県

板
柳

自
家

用
車

・
車

で
板

柳
の

家
を

朝
四

時
に

出
て

き
た

。
口

寄
せ

の
た

め
に

早
く

来
た

。
す

ぐ
に

口
寄

せ
を

し
て

も
ら

う
こ

と
が

出
来

た
。

25
男

宮
城

県
自

家
用

車
・

昨
日

は
車

内
で

一
泊

し
た

。
・

姉
と

友
人

を
降

ろ
し

て
も

ら
っ

た
が

、
「

思
っ

た
よ

う
じ

ゃ
な

か
っ

た
」

。
「

口
調

も
全

然
違

か
っ

た
」

。

26
女

福
島

県
貸

切
バ

ス
・

団
体

が
泊

ま
っ

て
い

る
宿

を
早

く
出

て
き

た
。

6時
前

に
着

い
た

。
・

口
寄

せ
を

「
や

っ
て

も
ら

っ
て

本
当

に
よ

か
っ

た
」

。

27
男

青
森

県
東

北
町

・
三

人
降

ろ
し

て
も

ら
っ

た
が

、
「

み
ん

な
内

容
が

同
じ

」
。

28
男

神
奈

川
県

鎌
倉

鉄
道

・
一

人
降

ろ
し

て
も

ら
っ

た
。

す
っ

き
り

し
た

。

29
女

神
奈

川
県

・
嫁

ぎ
先

の
両

親
と

自
分

の
両

親
、

計
四

人
を

降
ろ

し
て

も
ら

っ
た

。
・

当
然

だ
け

ど
、

「
呼

ん
で

く
れ

て
あ

り
が

と
う

」
と

言
わ

れ
た

。
年

で
亡

く
な

っ
た

か
ら

、
思

い
残

す
こ

と
も

な
い

の
だ

ろ
う

。
・

す
っ

き
り

し
た

。
あ

り
が

た
い

。
来

年
も

来
た

い
。

友
人

に
紹

介
し

た
い

。

30
男
2名

（
父

息
子

）
宮

城
県

・
す

ぐ
に

や
っ

て
も

ら
え

た
。

震
災

の
関

係
で

来
た

。

31
女

茨
城

県
貸

切
バ

ス

・
六

時
半

に
宿

を
出

て
、

七
時

に
着

い
た

。
口

寄
せ

に
来

た
い

人
を

募
り

、
4名

で
タ

ク
シ

ー
を

乗
合

に
し

て
来

た
。

・
口

寄
せ

は
ツ

ア
ー

の
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
を

見
て

知
っ

た
。

・
自

分
の

父
親

と
夫

の
父

親
を

降
ろ

し
て

も
ら

っ
た

。
義

父
は

「
は

が
ゆ

い
」

、
「

こ
れ

か
ら

一
緒

に
家

に
帰

る
。

す
ぐ

帰
ら

な
く

て
は

な
ら

な
い

け
ど

、
見

守
っ

て
い

る
。

あ
り

が
と

う
」

と
い

っ
た

こ
と

を
言

っ
て

い
た

。
自

分
の

父
は

、
寝

た
き

り
で

介
護

を
受

け
て

お
り

、
し

ゃ
べ

れ
な

い
ま

ま
に

逝
っ

て
し

ま
っ

た
。

口
寄

せ
を

聞
い

て
、

「
イ

ラ
イ

ラ
し

て
た

ん
だ

な
ぁ

」
と

思
っ

た
。

ず
っ

と
気

に
な

っ
て

い
た

。
す

ご
く

満
足

。

32
女

青
森

県
三

沢
自

家
用

車
・

恐
山

に
来

た
こ

と
が

な
か

っ
た

の
で

来
た

。
つ

い
で

に
口

寄
せ

も
し

よ
う

と
思

っ
た

が
、

や
り

方
が

分
か

ら
な

い
。

33
男

女
（

夫
婦

）
青

森
県

鰺
ヶ

沢
自

家
用

車
・

お
参

り
つ

い
で

に
口

寄
せ

に
来

た
。

・
い

ま
い

ち
だ

っ
た

。

34
女

山
形

県
真

室
川

・
口

寄
せ

を
し

て
も

ら
っ

た
が

、
腑

に
落

ち
な

い
た

め
、

も
う

一
度

や
っ

て
も

ら
お

う
か

と
思

っ
て

い
る

。

35
女

青
森

県
十

和
田

自
家

用
車

・
姑

は
「

お
じ

い
さ

ん
で

迷
惑

を
か

け
た

」
、

「
あ

り
が

と
う

」
、

「
守

っ
て

い
る

」
と

言
っ

て
い

た
。

舅
が

寝
た

き
り

と
な

り
、

自
分

が
介

護
し

て
い

た
。

舅
は

前
回

来
た

時
に

口
寄

せ
し

て
も

ら
っ

た
。

・
夫

は
今

年
の

初
め

に
亡

く
な

っ
た

。
亡

く
な

っ
て

半
年

経
っ

た
た

め
、

口
寄

せ
を

や
っ

て
も

い
い

と
言

わ
れ

た
。

・
心

置
き

な
く

帰
れ

る
。

36
女

秋
田

県
大

舘
自

家
用

車
・

昨
晩

一
〇

時
に

大
館

の
家

を
出

て
、

夜
中

の
一

時
に

到
着

し
、

車
の

中
で

休
ん

で
い

た
。

布
団

や
お

に
ぎ

り
を

用
意

し
て

き
た

。
・

一
〇

年
く

ら
い

毎
年

来
て

い
た

が
、

こ
こ

三
年

く
ら

い
来

る
こ

と
が

出
来

ず
、

来
た

く
て

仕
方

が
な

か
っ

た
。

・
口

寄
せ

の
た

め
に

来
た

。
混

ん
で

い
た

か
ら

、
先

に
境

内
を

一
回

り
し

て
き

た
。

こ
れ

か
ら

口
寄

せ
に

並
ぶ

。

37
女

長
野

県

・
口

寄
せ

の
た

め
に

来
た

。
む

つ
市

内
の

ホ
テ

ル
が

満
室

だ
っ

た
の

で
八

戸
の

ホ
テ

ル
に

宿
泊

し
、

朝
六

時
に

宿
を

出
て

レ
ン

タ
カ

ー
で

来
た

。
・

自
分

は
イ

タ
コ

を
全

然
知

ら
な

か
っ

た
が

、
お

ば
か

ら
聞

い
て

き
た

。
ま

た
、

Ｎ
Ｈ

Ｋ
の

テ
レ

ビ
で

特
集

し
て

い
た

の
を

夫
が

偶
然

見
て

い
て

、
行

こ
う

と
い

う
こ

と
に

な
っ

た
。

・
次

男
が

今
年

「
心

の
病

」
で

亡
く

な
っ

た
。

何
が

原
因

か
全

く
分

か
ら

な
い

。
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                    【
表
10‐

2】
口
寄
せ
を
目
的
と
し
た
来
訪
者
に
伺
っ
た
内
容

性
別

居
住
地

下
北
ま
で
の

主
な
交
通
手
段

1
女
2名

青
森
県
青
森
市

東
北
地
方

・
青
森
市
在
住
の
女
性
：
二
三
年
前
、
イ
タ
コ
Ｍ
Ｔ
に
口
寄
せ
を
し
て
も
ら
っ
た
。
今
回
も
口
寄
せ
を
し
て
も
ら
っ
た
が
、
正
直
物
足
り
な
か
っ
た
。

・
東

北
地
方

在
住
の

女
性
：

（
し
ゃ

く
な
げ

荘
で

も
「
口

寄
せ
」

が
行
わ

れ
て
い

る
こ
と

を
知
り

）
恐
山

で
の
口

寄
せ
は

一
方

的
だ

っ
た

。
霊

と
話

せ
る

ほ
う

が
い

い
。

も
う

一
回
や
っ
て
も
ら
お
う
か
と
考
え
て
い
る
。

2
女

秋
田
県

・
一
〇
年
前
に
来
て
口
寄
せ
を
し
た
。
今
回
は
親
戚
の
お
じ
い
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
か
ら
来
た
。
四
人
呼
び
た
い
が
、
混
ん
で
い
る
た
め
、
三
人
が
限
界
か
と
思
う
。

3
男

自
家
用
車

・
朝
4時

に
は
到
着
し
て
い
た
が
、
車
内
で
寝
て
い
た
た
め
、
七
時
か
ら
イ
タ
コ
の
列
に
並
び
始
め
た
。

・
Ｍ
巫
女
の
列
に
並
ん
で
い
る
が
、
（
一
一
時
二
〇
分
現
在
）
ま
だ
回
っ
て
来
て
い
な
い
。

4
女
3名

宮
城
県
石
巻

自
家
用
車

・
朝
2時

に
車
で
出
て
昼
に
着
い
た
。

5
女

栃
木
県
宇
都
宮

貸
切
バ
ス

・
旅
行
は
寺
が
企
画
し
た
も
の
で
毎
年
来
て
い
る
ら
し
い
が
、
自
分
は
今
年
初
め
て
参
加
し
た
。

・
（
一
一
時
五
五
分
現
在
）
一
時
間
イ
タ
コ
の
列
に
並
ん
で
い
る
。

・
同
じ
団
体
の
他
の
人
に
は
帰
っ
て
も
ら
っ
て
、
自
分
達
は
そ
の
ま
ま
並
ん
で
タ
ク
シ
ー
で
帰
る
。
む
つ
市
の
旅
館
に
泊
ま
っ
て
い
る
。

・
（
Ｍ
巫
女
の
列
に
並
ん
だ
理
由
に
つ
い
て
）
テ
レ
ビ
に
出
て
い
た
、
と
並
ん
で
い
た
人
が
言
っ
て
い
た
。

・
妹
が
亡
く
な
っ
た
夫
を
呼
び
た
く
て
並
ん
で
い
る
。
自
分
も
お
じ
い
さ
ん
と
姉
を
呼
び
出
し
て
も
ら
う
。

6
女

栃
木
県
宇
都
宮

自
家
用
車

・
朝
3時

に
出
て
一
二
時
に
着
い
た
。

・
当
て
ず
っ
ぽ
う
で
Ａ
巫
女
の
列
に
並
ん
で
い
る
。

・
自
分
の
父
と
夫
の
父
を
呼
び
た
い
。

7
女

青
森
県
む
つ
市

・
『
最
後
の
イ
タ
コ
』
を
本
屋
で
見
て
知
り
、
Ｍ
巫
女
に
会
い
た
か
っ
た
が
、
列
が
長
い
か
ら
並
ば
な
い
こ
と
に
し
た
。

・
口
寄
せ
は
一
回
し
か
や
っ
た
こ
と
が
無
い
。

8
女
2名

北
海
道
帯
広

北
海
道
札
幌

・
二
時
間
半
イ
タ
コ
に
並
ん
だ
が
、
や
め
て
帰
る
（
一
三
時
時
点
）
。

9
女
2名

福
島
県
い
わ
き

自
家
用
車

・
夜
九
時
に
出
て
、
朝
九
時
に
着
い
た
。
イ
タ
コ
の
列
に
七
時
間
並
ん
で
い
る
が
、
ま
だ
順
番
が
回
っ
て
こ
な
い
。

・
津
波
で
家
が
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
夫
が
亡
く
な
っ
た
義
父
に
相
談
し
た
い
の
だ
と
思
う
。

10
男
女

（
夫
婦
）

静
岡
県

新
幹
線

レ
ン
タ
カ
ー

・
今
朝
出
て
き
た
。
口
寄
せ
が
聞
き
た
か
っ
た
が
、
今
日
は
断
念
す
る
。

11
女

宮
城
県

自
家
用
車

・
朝
九
時
か
ら
口
寄
せ
を
待
っ
て
い
る
（
一
六
時
時
点
）
。

・
三
〇
年
前
に
、
青
森
の
友
達
に
教
え
て
も
ら
っ
て
口
寄
せ
に
来
た
こ
と
が
あ
る
。
イ
タ
コ
OＭ

に
義
父
の
口
寄
せ
を
頼
ん
だ
ら
、
凄
く
当
た
っ
た
。

・
震
災
で
家
を
母
ご
と
持
っ
て
い
か
れ
て
し
ま
っ
た
。

12
男

岩
手
県
大
船
渡

自
家
用
車

・
口
寄
せ
の
順
番
を
5時

間
待
っ
て
い
る
（
一
七
時
時
点
）
。

13
女

岩
手
県
花
巻

・
む
つ
に
一
泊
す
る
。
混
む
だ
ろ
う
か
ら
、
覚
悟
し
て
や
っ
て
来
た
。

14
男

岩
手
県
大
船
渡

自
家
用
車

・
七
時
に
出
発
し
て
一
二
時
に
着
い
た
。
今
日
は
む
つ
に
泊
ま
る
。

15
女

愛
知
県
名
古
屋

・
二
〇
日
に
川
倉
地
蔵
尊
へ
行
っ
た
ら
既
に
口
寄
せ
は
終
わ
っ
て
お
り
、
急
い
で
恐
山
に
来
た
。

・
母
を
呼
び
出
し
て
も
ら
う

16
男

千
葉
県

・
親
戚
が
亡
く
な
っ
た
の
だ
が
、
別
件
で
下
北
に
来
た
と
こ
ろ
、
「
行
っ
た
方
が
い
い
」
と
言
わ
れ
た
。

17
女

福
島
県

貸
切
バ
ス

・
旅
行
会
社
の
ツ
ア
ー
で
友
人
と
一
緒
に
福
島
か
ら
来
た
。
自
分
達
は
朝
三
時
に
宿
泊
先
を
出
発
し
、
タ
ク
シ
ー
で
山
上
ま
で
来
た
。

ツ
ア
ー
の
他
の
人
達
は
後
か
ら
来
る
。

・
長
男
の
口
寄
せ
を
し
て
も
ら
っ
た
。
長
男
は
震
災
後
の
過
労
が
原
因
で
亡
く
な
っ
た
。

・
「
自
分
の
徳
が
足
り
な
か
っ
た
か
ら
な
の
か
な
」
と
思
っ
て
し
ま
う
。

18
男

山
口
県

・
絵
の
デ
ッ
サ
ン
を
し
な
が
ら
一
週
間
ほ
ど
旅
を
し
て
い
る
。
今
日
、
津
軽
の
方
か
ら
恐
山
へ
来
た
。

・
せ
っ
か
く
だ
か
ら
口
寄
せ
を
や
っ
て
い
こ
う
か
と
思
う
。
戦
死
し
た
伯
父
を
呼
び
た
い
。

19

男
2名

女
1名

（
夫
婦
と

祖
父
）

埼
玉
県

新
幹
線

・
口
寄
せ
の
た
め
に
来
た
。

・
（
一
六
時
時
点
）
下
風
呂
に
二
泊
す
る
予
定
の
た
め
、
口
寄
せ
は
明
日
の
朝
に
し
よ
う
か
と
考
え
て
い
る
。

20
女
2名

（
母
娘
）

宮
城
県

自
家
用
車

・
以
前
、
イ
タ
コ
OＭ

巫
女
に
口
寄
せ
を
し
て
も
ら
っ
た
ら
当
た
っ
た
の
で
、
や
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
。

・
（
一
六
時
半
時
点
）
今
日
は
宿
坊
に
泊
ま
る
か
ら
、
明
日
の
朝
に
や
っ
て
も
ら
お
う
か
と
考
え
て
い
る
。

21
女

国
外

・
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
札
幌
の
親
戚
の
家
に
来
て
、
偶
然
テ
レ
ビ
で
口
寄
せ
を
や
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
夫
が
最
近
亡
く
な
っ
た
た
め
、
行
こ
う
か
と
思
っ
た
。

・
昨
日
は
近
く
に
泊
ま
っ
て
、
今
日
も
遅
く
な
り
そ
う
だ
か
ら
泊
ま
っ
て
い
く
。

22
女

東
京
都

飛
行
機

・
島
根
に
住
む
母
が
「
来
た
い
」
と
言
っ
て
い
た
た
め
、
羽
田
で
落
ち
合
っ
て
来
た
。

・
昨
晩
は
宿
坊
に
泊
ま
り
、
朝
四
時
半
か
ら
口
寄
せ
に
並
ん
だ
。
駄
目
だ
っ
た
ら
、
も
う
一
泊
し
よ
う
と
思
っ
た
。

23
男

東
京
都

・
友
人
が
列
に
並
ん
で
い
る
。

24
男
女

（
夫
婦
）

青
森
県
板
柳

自
家
用
車

・
車
で
板
柳
の
家
を
朝
四
時
に
出
て
き
た
。
口
寄
せ
の
た
め
に
早
く
来
た
。
す
ぐ
に
口
寄
せ
を
し
て
も
ら
う
こ
と
が
出
来
た
。

25
男

宮
城
県

自
家
用
車

・
昨
日
は
車
内
で
一
泊
し
た
。

・
姉
と
友
人
を
降
ろ
し
て
も
ら
っ
た
が
、
「
思
っ
た
よ
う
じ
ゃ
な
か
っ
た
」
。
「
口
調
も
全
然
違
か
っ
た
」
。

26
女

福
島
県

貸
切
バ
ス

・
団
体
が
泊
ま
っ
て
い
る
宿
を
早
く
出
て
き
た
。
6時

前
に
着
い
た
。

・
口
寄
せ
を
「
や
っ
て
も
ら
っ
て
本
当
に
よ
か
っ
た
」
。

27
男

青
森
県
東
北
町

・
三
人
降
ろ
し
て
も
ら
っ
た
が
、
「
み
ん
な
内
容
が
同
じ
」
。

28
男

神
奈
川
県
鎌
倉

鉄
道

・
一
人
降
ろ
し
て
も
ら
っ
た
。
す
っ
き
り
し
た
。

29
女

神
奈
川
県

・
嫁
ぎ
先
の
両
親
と
自
分
の
両
親
、
計
四
人
を
降
ろ
し
て
も
ら
っ
た
。

・
当
然
だ
け
ど
、
「
呼
ん
で
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
と
言
わ
れ
た
。
年
で
亡
く
な
っ
た
か
ら
、
思
い
残
す
こ
と
も
な
い
の
だ
ろ
う
。

・
す
っ
き
り
し
た
。
あ
り
が
た
い
。
来
年
も
来
た
い
。
友
人
に
紹
介
し
た
い
。

30
男
2名

（
父
息

子
）

宮
城
県

・
す
ぐ
に
や
っ
て
も
ら
え
た
。
震
災
の
関
係
で
来
た
。

31
女

茨
城
県

貸
切
バ
ス

・
六
時
半
に
宿
を
出
て
、
七
時
に
着
い
た
。
口
寄
せ
に
来
た
い
人
を
募
り
、
4名

で
タ
ク
シ
ー
を
乗
合
に
し
て
来
た
。

・
口
寄
せ
は
ツ
ア
ー
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
見
て
知
っ
た
。

・
自
分
の
父
親
と
夫
の
父
親
を
降
ろ
し
て
も
ら
っ
た
。
義
父
は
「
は
が
ゆ
い
」
、
「
こ
れ
か
ら
一
緒
に
家
に
帰
る
。
す
ぐ
帰
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
け
ど
、
見
守
っ
て
い
る
。

あ
り
が
と
う
」
と
い
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
た
。
自
分
の
父
は
、
寝
た
き
り
で
介
護
を
受
け
て
お
り
、
し
ゃ
べ
れ
な
い
ま
ま
に
逝
っ
て
し
ま
っ
た
。
口
寄
せ
を
聞
い
て
、
「
イ

ラ
イ
ラ
し
て
た
ん
だ
な
ぁ
」
と
思
っ
た
。
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た
。
す
ご
く
満
足
。

32
女

青
森
県
三
沢

自
家
用
車

・
恐
山
に
来
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
来
た
。
つ
い
で
に
口
寄
せ
も
し
よ
う
と
思
っ
た
が
、
や
り
方
が
分
か
ら
な
い
。

33
男
女

（
夫
婦
）

青
森
県
鰺
ヶ
沢

自
家
用
車

・
お
参
り
つ
い
で
に
口
寄
せ
に
来
た
。

・
い
ま
い
ち
だ
っ
た
。

34
女

山
形
県
真
室
川

・
口
寄
せ
を
し
て
も
ら
っ
た
が
、
腑
に
落
ち
な
い
た
め
、
も
う
一
度
や
っ
て
も
ら
お
う
か
と
思
っ
て
い
る
。

35
女

青
森
県
十
和
田

自
家
用
車

・
姑
は
「
お
じ
い
さ
ん
で
迷
惑
を
か
け
た
」
、
「
あ
り
が
と
う
」
、
「
守
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
た
。
舅
が
寝
た
き
り
と
な
り
、
自
分
が
介
護
し
て
い
た
。
舅
は
前
回
来
た

時
に
口
寄
せ
し
て
も
ら
っ
た
。

・
夫
は
今
年
の
初
め
に
亡
く
な
っ
た
。
亡
く
な
っ
て
半
年
経
っ
た
た
め
、
口
寄
せ
を
や
っ
て
も
い
い
と
言
わ
れ
た
。

・
心
置
き
な
く
帰
れ
る
。

36
女

秋
田
県
大
舘

自
家
用
車

・
昨
晩
一
〇
時
に
大
館
の
家
を
出
て
、
夜
中
の
一
時
に
到
着
し
、
車
の
中
で
休
ん
で
い
た
。
布
団
や
お
に
ぎ
り
を
用
意
し
て
き
た
。

・
一
〇
年
く
ら
い
毎
年
来
て
い
た
が
、
こ
こ
三
年
く
ら
い
来
る
こ
と
が
出
来
ず
、
来
た
く
て
仕
方
が
な
か
っ
た
。

・
口
寄
せ
の
た
め
に
来
た
。
混
ん
で
い
た
か
ら
、
先
に
境
内
を
一
回
り
し
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
口
寄
せ
に
並
ぶ
。

37
女

長
野
県

・
口
寄
せ
の
た
め
に
来
た
。
む
つ
市
内
の
ホ
テ
ル
が
満
室
だ
っ
た
の
で
八
戸
の
ホ
テ
ル
に
宿
泊
し
、
朝
六
時
に
宿
を
出
て
レ
ン
タ
カ
ー
で
来
た
。

・
自
分
は
イ
タ
コ
を
全
然
知
ら
な
か
っ
た
が
、
お
ば
か
ら
聞
い
て
き
た
。
ま
た
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
テ
レ
ビ
で
特
集
し
て
い
た
の
を
夫
が
偶
然
見
て
い
て
、
行
こ
う
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
。

・
次
男
が
今
年
「
心
の
病
」
で
亡
く
な
っ
た
。
何
が
原
因
か
全
く
分
か
ら
な
い
。
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                    【
表
10‐

2】
口
寄
せ
を
目
的
と
し
た
来
訪
者
に
伺
っ
た
内
容

性
別

居
住
地

下
北
ま
で
の

主
な
交
通
手
段

1
女
2名

青
森
県
青
森
市

東
北
地
方

・
青
森
市
在
住
の
女
性
：
二
三
年
前
、
イ
タ
コ
Ｍ
Ｔ
に
口
寄
せ
を
し
て
も
ら
っ
た
。
今
回
も
口
寄
せ
を
し
て
も
ら
っ
た
が
、
正
直
物
足
り
な
か
っ
た
。

・
東

北
地
方

在
住
の

女
性
：

（
し
ゃ

く
な
げ

荘
で

も
「
口

寄
せ
」

が
行
わ

れ
て
い

る
こ
と

を
知
り

）
恐
山

で
の
口

寄
せ
は

一
方

的
だ

っ
た

。
霊

と
話

せ
る

ほ
う

が
い

い
。

も
う

一
回
や
っ
て
も
ら
お
う
か
と
考
え
て
い
る
。

2
女

秋
田
県

・
一
〇
年
前
に
来
て
口
寄
せ
を
し
た
。
今
回
は
親
戚
の
お
じ
い
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
か
ら
来
た
。
四
人
呼
び
た
い
が
、
混
ん
で
い
る
た
め
、
三
人
が
限
界
か
と
思
う
。

3
男

自
家
用
車

・
朝
4時

に
は
到
着
し
て
い
た
が
、
車
内
で
寝
て
い
た
た
め
、
七
時
か
ら
イ
タ
コ
の
列
に
並
び
始
め
た
。

・
Ｍ
巫
女
の
列
に
並
ん
で
い
る
が
、
（
一
一
時
二
〇
分
現
在
）
ま
だ
回
っ
て
来
て
い
な
い
。

4
女
3名

宮
城
県
石
巻

自
家
用
車

・
朝
2時

に
車
で
出
て
昼
に
着
い
た
。

5
女

栃
木
県
宇
都
宮

貸
切
バ
ス

・
旅
行
は
寺
が
企
画
し
た
も
の
で
毎
年
来
て
い
る
ら
し
い
が
、
自
分
は
今
年
初
め
て
参
加
し
た
。

・
（
一
一
時
五
五
分
現
在
）
一
時
間
イ
タ
コ
の
列
に
並
ん
で
い
る
。

・
同
じ
団
体
の
他
の
人
に
は
帰
っ
て
も
ら
っ
て
、
自
分
達
は
そ
の
ま
ま
並
ん
で
タ
ク
シ
ー
で
帰
る
。
む
つ
市
の
旅
館
に
泊
ま
っ
て
い
る
。

・
（
Ｍ
巫
女
の
列
に
並
ん
だ
理
由
に
つ
い
て
）
テ
レ
ビ
に
出
て
い
た
、
と
並
ん
で
い
た
人
が
言
っ
て
い
た
。

・
妹
が
亡
く
な
っ
た
夫
を
呼
び
た
く
て
並
ん
で
い
る
。
自
分
も
お
じ
い
さ
ん
と
姉
を
呼
び
出
し
て
も
ら
う
。

6
女

栃
木
県
宇
都
宮

自
家
用
車

・
朝
3時

に
出
て
一
二
時
に
着
い
た
。

・
当
て
ず
っ
ぽ
う
で
Ａ
巫
女
の
列
に
並
ん
で
い
る
。

・
自
分
の
父
と
夫
の
父
を
呼
び
た
い
。

7
女

青
森
県
む
つ
市

・
『
最
後
の
イ
タ
コ
』
を
本
屋
で
見
て
知
り
、
Ｍ
巫
女
に
会
い
た
か
っ
た
が
、
列
が
長
い
か
ら
並
ば
な
い
こ
と
に
し
た
。

・
口
寄
せ
は
一
回
し
か
や
っ
た
こ
と
が
無
い
。

8
女
2名

北
海
道
帯
広

北
海
道
札
幌

・
二
時
間
半
イ
タ
コ
に
並
ん
だ
が
、
や
め
て
帰
る
（
一
三
時
時
点
）
。

9
女
2名

福
島
県
い
わ
き

自
家
用
車

・
夜
九
時
に
出
て
、
朝
九
時
に
着
い
た
。
イ
タ
コ
の
列
に
七
時
間
並
ん
で
い
る
が
、
ま
だ
順
番
が
回
っ
て
こ
な
い
。

・
津
波
で
家
が
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
夫
が
亡
く
な
っ
た
義
父
に
相
談
し
た
い
の
だ
と
思
う
。

10
男
女

（
夫
婦
）

静
岡
県

新
幹
線

レ
ン
タ
カ
ー

・
今
朝
出
て
き
た
。
口
寄
せ
が
聞
き
た
か
っ
た
が
、
今
日
は
断
念
す
る
。

11
女

宮
城
県

自
家
用
車

・
朝
九
時
か
ら
口
寄
せ
を
待
っ
て
い
る
（
一
六
時
時
点
）
。

・
三
〇
年
前
に
、
青
森
の
友
達
に
教
え
て
も
ら
っ
て
口
寄
せ
に
来
た
こ
と
が
あ
る
。
イ
タ
コ
OＭ

に
義
父
の
口
寄
せ
を
頼
ん
だ
ら
、
凄
く
当
た
っ
た
。

・
震
災
で
家
を
母
ご
と
持
っ
て
い
か
れ
て
し
ま
っ
た
。

12
男

岩
手
県
大
船
渡

自
家
用
車

・
口
寄
せ
の
順
番
を
5時

間
待
っ
て
い
る
（
一
七
時
時
点
）
。

13
女

岩
手
県
花
巻

・
む
つ
に
一
泊
す
る
。
混
む
だ
ろ
う
か
ら
、
覚
悟
し
て
や
っ
て
来
た
。

14
男

岩
手
県
大
船
渡

自
家
用
車

・
七
時
に
出
発
し
て
一
二
時
に
着
い
た
。
今
日
は
む
つ
に
泊
ま
る
。

15
女

愛
知
県
名
古
屋

・
二
〇
日
に
川
倉
地
蔵
尊
へ
行
っ
た
ら
既
に
口
寄
せ
は
終
わ
っ
て
お
り
、
急
い
で
恐
山
に
来
た
。

・
母
を
呼
び
出
し
て
も
ら
う

16
男

千
葉
県

・
親
戚
が
亡
く
な
っ
た
の
だ
が
、
別
件
で
下
北
に
来
た
と
こ
ろ
、
「
行
っ
た
方
が
い
い
」
と
言
わ
れ
た
。

17
女

福
島
県

貸
切
バ
ス

・
旅
行
会
社
の
ツ
ア
ー
で
友
人
と
一
緒
に
福
島
か
ら
来
た
。
自
分
達
は
朝
三
時
に
宿
泊
先
を
出
発
し
、
タ
ク
シ
ー
で
山
上
ま
で
来
た
。

ツ
ア
ー
の
他
の
人
達
は
後
か
ら
来
る
。

・
長
男
の
口
寄
せ
を
し
て
も
ら
っ
た
。
長
男
は
震
災
後
の
過
労
が
原
因
で
亡
く
な
っ
た
。

・
「
自
分
の
徳
が
足
り
な
か
っ
た
か
ら
な
の
か
な
」
と
思
っ
て
し
ま
う
。

18
男

山
口
県

・
絵
の
デ
ッ
サ
ン
を
し
な
が
ら
一
週
間
ほ
ど
旅
を
し
て
い
る
。
今
日
、
津
軽
の
方
か
ら
恐
山
へ
来
た
。

・
せ
っ
か
く
だ
か
ら
口
寄
せ
を
や
っ
て
い
こ
う
か
と
思
う
。
戦
死
し
た
伯
父
を
呼
び
た
い
。

19

男
2名

女
1名

（
夫
婦
と

祖
父
）

埼
玉
県

新
幹
線

・
口
寄
せ
の
た
め
に
来
た
。

・
（
一
六
時
時
点
）
下
風
呂
に
二
泊
す
る
予
定
の
た
め
、
口
寄
せ
は
明
日
の
朝
に
し
よ
う
か
と
考
え
て
い
る
。

20
女
2名

（
母
娘
）

宮
城
県

自
家
用
車

・
以
前
、
イ
タ
コ
OＭ

巫
女
に
口
寄
せ
を
し
て
も
ら
っ
た
ら
当
た
っ
た
の
で
、
や
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
。

・
（
一
六
時
半
時
点
）
今
日
は
宿
坊
に
泊
ま
る
か
ら
、
明
日
の
朝
に
や
っ
て
も
ら
お
う
か
と
考
え
て
い
る
。

21
女

国
外

・
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
札
幌
の
親
戚
の
家
に
来
て
、
偶
然
テ
レ
ビ
で
口
寄
せ
を
や
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
夫
が
最
近
亡
く
な
っ
た
た
め
、
行
こ
う
か
と
思
っ
た
。

・
昨
日
は
近
く
に
泊
ま
っ
て
、
今
日
も
遅
く
な
り
そ
う
だ
か
ら
泊
ま
っ
て
い
く
。

22
女

東
京
都

飛
行
機

・
島
根
に
住
む
母
が
「
来
た
い
」
と
言
っ
て
い
た
た
め
、
羽
田
で
落
ち
合
っ
て
来
た
。

・
昨
晩
は
宿
坊
に
泊
ま
り
、
朝
四
時
半
か
ら
口
寄
せ
に
並
ん
だ
。
駄
目
だ
っ
た
ら
、
も
う
一
泊
し
よ
う
と
思
っ
た
。

23
男

東
京
都

・
友
人
が
列
に
並
ん
で
い
る
。

24
男
女

（
夫
婦
）

青
森
県
板
柳

自
家
用
車

・
車
で
板
柳
の
家
を
朝
四
時
に
出
て
き
た
。
口
寄
せ
の
た
め
に
早
く
来
た
。
す
ぐ
に
口
寄
せ
を
し
て
も
ら
う
こ
と
が
出
来
た
。

25
男

宮
城
県

自
家
用
車

・
昨
日
は
車
内
で
一
泊
し
た
。

・
姉
と
友
人
を
降
ろ
し
て
も
ら
っ
た
が
、
「
思
っ
た
よ
う
じ
ゃ
な
か
っ
た
」
。
「
口
調
も
全
然
違
か
っ
た
」
。

26
女

福
島
県

貸
切
バ
ス

・
団
体
が
泊
ま
っ
て
い
る
宿
を
早
く
出
て
き
た
。
6時

前
に
着
い
た
。

・
口
寄
せ
を
「
や
っ
て
も
ら
っ
て
本
当
に
よ
か
っ
た
」
。

27
男

青
森
県
東
北
町

・
三
人
降
ろ
し
て
も
ら
っ
た
が
、
「
み
ん
な
内
容
が
同
じ
」
。

28
男

神
奈
川
県
鎌
倉

鉄
道

・
一
人
降
ろ
し
て
も
ら
っ
た
。
す
っ
き
り
し
た
。

29
女

神
奈
川
県

・
嫁
ぎ
先
の
両
親
と
自
分
の
両
親
、
計
四
人
を
降
ろ
し
て
も
ら
っ
た
。

・
当
然
だ
け
ど
、
「
呼
ん
で
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
と
言
わ
れ
た
。
年
で
亡
く
な
っ
た
か
ら
、
思
い
残
す
こ
と
も
な
い
の
だ
ろ
う
。

・
す
っ
き
り
し
た
。
あ
り
が
た
い
。
来
年
も
来
た
い
。
友
人
に
紹
介
し
た
い
。

30
男
2名

（
父
息

子
）

宮
城
県

・
す
ぐ
に
や
っ
て
も
ら
え
た
。
震
災
の
関
係
で
来
た
。

31
女

茨
城
県

貸
切
バ
ス

・
六
時
半
に
宿
を
出
て
、
七
時
に
着
い
た
。
口
寄
せ
に
来
た
い
人
を
募
り
、
4名

で
タ
ク
シ
ー
を
乗
合
に
し
て
来
た
。

・
口
寄
せ
は
ツ
ア
ー
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
見
て
知
っ
た
。

・
自
分
の
父
親
と
夫
の
父
親
を
降
ろ
し
て
も
ら
っ
た
。
義
父
は
「
は
が
ゆ
い
」
、
「
こ
れ
か
ら
一
緒
に
家
に
帰
る
。
す
ぐ
帰
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
け
ど
、
見
守
っ
て
い
る
。

あ
り
が
と
う
」
と
い
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
た
。
自
分
の
父
は
、
寝
た
き
り
で
介
護
を
受
け
て
お
り
、
し
ゃ
べ
れ
な
い
ま
ま
に
逝
っ
て
し
ま
っ
た
。
口
寄
せ
を
聞
い
て
、
「
イ

ラ
イ
ラ
し
て
た
ん
だ
な
ぁ
」
と
思
っ
た
。
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た
。
す
ご
く
満
足
。

32
女

青
森
県
三
沢

自
家
用
車

・
恐
山
に
来
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
来
た
。
つ
い
で
に
口
寄
せ
も
し
よ
う
と
思
っ
た
が
、
や
り
方
が
分
か
ら
な
い
。

33
男
女

（
夫
婦
）

青
森
県
鰺
ヶ
沢

自
家
用
車

・
お
参
り
つ
い
で
に
口
寄
せ
に
来
た
。

・
い
ま
い
ち
だ
っ
た
。

34
女

山
形
県
真
室
川

・
口
寄
せ
を
し
て
も
ら
っ
た
が
、
腑
に
落
ち
な
い
た
め
、
も
う
一
度
や
っ
て
も
ら
お
う
か
と
思
っ
て
い
る
。

35
女

青
森
県
十
和
田

自
家
用
車

・
姑
は
「
お
じ
い
さ
ん
で
迷
惑
を
か
け
た
」
、
「
あ
り
が
と
う
」
、
「
守
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
た
。
舅
が
寝
た
き
り
と
な
り
、
自
分
が
介
護
し
て
い
た
。
舅
は
前
回
来
た

時
に
口
寄
せ
し
て
も
ら
っ
た
。

・
夫
は
今
年
の
初
め
に
亡
く
な
っ
た
。
亡
く
な
っ
て
半
年
経
っ
た
た
め
、
口
寄
せ
を
や
っ
て
も
い
い
と
言
わ
れ
た
。

・
心
置
き
な
く
帰
れ
る
。

36
女

秋
田
県
大
舘

自
家
用
車

・
昨
晩
一
〇
時
に
大
館
の
家
を
出
て
、
夜
中
の
一
時
に
到
着
し
、
車
の
中
で
休
ん
で
い
た
。
布
団
や
お
に
ぎ
り
を
用
意
し
て
き
た
。

・
一
〇
年
く
ら
い
毎
年
来
て
い
た
が
、
こ
こ
三
年
く
ら
い
来
る
こ
と
が
出
来
ず
、
来
た
く
て
仕
方
が
な
か
っ
た
。

・
口
寄
せ
の
た
め
に
来
た
。
混
ん
で
い
た
か
ら
、
先
に
境
内
を
一
回
り
し
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
口
寄
せ
に
並
ぶ
。

37
女

長
野
県

・
口
寄
せ
の
た
め
に
来
た
。
む
つ
市
内
の
ホ
テ
ル
が
満
室
だ
っ
た
の
で
八
戸
の
ホ
テ
ル
に
宿
泊
し
、
朝
六
時
に
宿
を
出
て
レ
ン
タ
カ
ー
で
来
た
。

・
自
分
は
イ
タ
コ
を
全
然
知
ら
な
か
っ
た
が
、
お
ば
か
ら
聞
い
て
き
た
。
ま
た
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
テ
レ
ビ
で
特
集
し
て
い
た
の
を
夫
が
偶
然
見
て
い
て
、
行
こ
う
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
。

・
次
男
が
今
年
「
心
の
病
」
で
亡
く
な
っ
た
。
何
が
原
因
か
全
く
分
か
ら
な
い
。
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②
呼
び
出
す
故
人
、
③
口
寄
せ
を
依
頼
し
て
の
感
想
の
三
点
に
焦
点
を
絞
り
、
こ
れ
ら
の
項
目
ご
と
に
結
果
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
調
査
に
際
し
て

は
、
自
身
の
立
場
を
伝
え
た
う
え
で
聞
き
取
り
を
行
う
こ
と
を
心
が
け
た
。 

 

 

１ 

居
住
地 

口
寄
せ
依
頼
者
の
居
住
地
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
青
森
県
（
七
名
）
で
、
続
い
て
宮
城
県
（
五
名
）
、
岩
手
県
・
福
島
県
（
各
三
名
）
と
、
青
森
県
内
を
筆
頭

に
、
や
は
り
近
接
す
る
東
北
地
方
の
県
か
ら
や
っ
て
来
る
人
が
多
く
確
認
さ
れ
た
。
東
北
六
県
を
居
住
地
と
し
た
人
の
合
計
は
全
対
象
者
の
過
半
数
を
占
め
る

二
一
名
で
あ
る
が
、
青
森
県
を
除
け
ば
、
そ
の
多
く
が
太
平
洋
沿
岸
の
地
域
に
集
中
し
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
（
秋
田
県
二
名
、
山
形
県
一
名
）
。
地
理
的

な
要
因
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
こ
に
は
、
近
世
期
よ
り
三
陸
沿
岸
と
繋
が
り
を
有
し
て
き
た
恐
山
の
信
仰
圏
の
問
題
、
そ
し
て
、
二
〇
一
一
年
三
月
の
東
日

本
大
震
災
の
被
災
地
域
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
、
少
な
か
ら
ず
作
用
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

青
森
県
内
で
見
た
場
合
、
遠
方
の
居
住
地
と
し
て
は
県
西
部
に
位
置
す
る
鰺
ヶ
沢
町
【
事
例
番
号

33
】
（
以
下
、
【 

】
内
は
全
て
【
表

10
‐

2
】
の
事
例
番

号
を
示
す
）
や
板
柳
町
【

24
】
と
い
っ
た
津
軽
地
方
の
地
区
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
自
家
用
車
で
当
地
ま
で
や
っ
て
来
て
お
り
、
後
者
の
夫
妻
は

朝
四
時
に
板
柳
の
自
宅
を
出
発
し
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
十
和
田
市
【

35
】
や
三
沢
市
【

32
】
な
ど
南
部
地
方
か
ら
の
来
訪
者
も
見
ら
れ
た
が
、
地

元
で
あ
る
下
北
地
方
か
ら
訪
れ
た
者
は
僅
か
に
一
名
の
み
で
あ
っ
た
【

7
】
。
高
松
敬
吉
の
著
書
に
記
さ
れ
た
「
オ
ヤ
マ
マ
イ
リ
」
を
嫌
厭
す
る
「
部
落
の
婆

様
」
の
姿
に
鑑
み
れ
ば
１
５

、
全
国
か
ら
大
勢
の
人
が
押
し
寄
せ
る
大
祭
や
口
寄
せ
を
、
地
元
の
住
民
が
避
け
て
い
る
可
能
性
は
否
め
な
い
。 

近
隣
県
に
住
む
人
々
の
多
く
は
、
前
日
の
夜
に
車
で
家
を
発
ち
、
車
中
泊
を
経
て
翌
日
の
午
前
中
に
恐
山
へ
と
到
着
し
て
い
る
。
【

36
】
の
女
性
の
場
合
、

秋
田
県
大
館
市
の
自
宅
を
前
日
の
夜
一
〇
時
に
出
て
、
夜
中
の
一
時
頃
に
は
既
に
当
地
に
到
着
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
女
性
は
、
布
団
や
食
べ
物
を
用
意
し

て
車
中
で
休
み
、
開
門
と
共
に
入
場
し
て
い
る
が
、
開
門
前
に
列
を
形
成
し
て
い
る
人
の
大
半
は
、
彼
女
と
同
様
の
手
法
を
取
っ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

自
家
用
車
を
利
用
し
た
来
訪
で
出
発
地
が
最
も
遠
か
っ
た
の
は
【

6
】
の
宇
都
宮
市
で
、
こ
の
夫
妻
は
朝
三
時
に
家
を
出
て
、
昼
の
一
二
時
に
当
地
へ
辿
り
着

い
て
い
る
。 

東
北
六
県
以
外
で
は
関
東
地
方
か
ら
の
来
訪
者
が
多
く
見
受
け
ら
れ
（
九
名
）
、
遠
く
は
山
口
県
【

18
】
や
島
根
県
（
【

22
】
の
女
性
の
同
行
者
）
か
ら
も
来
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訪
が
確
認
さ
れ
た
。
な
お
、
今
回
の
調
査
で
最
も
遠
隔
地
か
ら
や
っ
て
来
て
い
た
の
は
、
【

21
】
の
ブ
ラ
ジ
ル
在
住
の
女
性
で
あ
る
が
、
彼
女
は
口
寄
せ
の
た

め
に
来
日
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
札
幌
の
親
戚
宅
に
滞
在
し
て
い
た
際
、
偶
然
テ
レ
ビ
で
口
寄
せ
を
知
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

前
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
通
常
、
パ
ッ
ク
ツ
ア
ー
の
利
用
者
が
口
寄
せ
を
依
頼
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
日
の
夜
に
む
つ
市
内
に

宿
泊
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
が
可
能
と
な
る
。
【

17
】
【

26
】
【

31
】
は
い
ず
れ
も
バ
ス
ツ
ア
ー
の
利
用
者
で
あ
り
、
彼
ら
は
ツ
ア
ー
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
前
倒

し
す
る
形
で
、
早
朝
、
個
人
も
し
く
は
希
望
者
と
共
に
タ
ク
シ
ー
で
恐
山
を
訪
れ
て
い
る
。
他
の
ツ
ア
ー
客
が
当
地
へ
着
く
の
は
お
昼
頃
で
、
こ
こ
で
一
行
と

合
流
し
、
彼
ら
は
再
び
ツ
ア
ー
へ
と
戻
っ
て
い
く
。
旅
行
会
社
の
企
画
す
る
ツ
ア
ー
プ
ラ
ン
の
利
用
実
態
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
よ
り
詳
細
な
調
査
が
必
要
と

な
ろ
う
。 

 

２ 

呼
び
出
す
故
人
（
動
機
） 

口
寄
せ
を
依
頼
出
来
る
ま
で
に
、
早
く
て
も
四
時
間
程
度
の
待
ち
時
間
を
要
す
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
こ
う
し
た
事
情
の
た
め
、
依
頼
者
達
は
皆
、
非
常

に
切
実
な
思
い
を
胸
に
巫
儀
へ
と
臨
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
物
珍
し
さ
や
旅
の
記
念
と
い
っ
た
動
機
で
口
寄
せ
を
依
頼
す
る
例
も
多
か
っ
た
、
一
九
六
〇
年
代

‐
一
九
七
〇
年
代
頃
の
状
況
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。「
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
」
と
呼
び
得
る
よ
う
な
存
在
も
な
く
、
様
子
を
眺
め
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
殆

ど
の
人
が
小
屋
の
脇
の
方
か
ら
控
え
目
に
中
を
覗
き
見
る
程
度
で
あ
る
。「
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
」
が
消
え
た
最
大
の
要
因
は
、
お
そ
ら
く
「
小
屋
」
の
設
置
で
あ

ろ
う
が
（
一
九
七
〇
年
代
頃
ま
で
は
、
茣
蓙
の
上
で
口
寄
せ
を
行
っ
て
い
た
）
、
長
い
待
ち
時
間
を
耐
え
忍
ぶ
依
頼
者
の
切
実
さ
や
深
刻
さ
も
、
少
な
か
ら
ず
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
イ
タ
コ
の
減
少
に
よ
っ
て
、
需
要
が
供
給
を
大
幅
に
上
回
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
当
地
に
お
け
る
口
寄
せ
は
「
宗

教
」
の
色
合
い
を
強
め
た
と
言
え
よ
う
。 

表
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
口
寄
せ
を
依
頼
す
る
人
々
の
動
機
は
様
々
で
あ
り
、
そ
の
切
実
さ
の
度
合
い
を
比
較
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
故
人
と
関
わ
る
生
者
の
側
に
、「
後
悔
」
や
「
納
得
出
来
な
い
」
と
い
っ
た
感
情
が
強
く
残
さ
れ
れ
ば
残
さ
れ
る
ほ
ど
、
口
寄
せ
に
対
す
る
希
求
は
強
く
な

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
【

17
】
と
【

37
】
は
い
ず
れ
も
自
死
者
の
遺
族
で
あ
り
、
故
人
と
の
対
面
を
非
常
に
強
く
望
ん
で
い
た
。
な
お
、
【

17
】
は
東
日
本

大
震
災
の
関
連
事
例
で
も
あ
り
、
震
災
に
関
す
る
事
例
と
し
て
は
、
他
に
【

9
】
と
【

11
】
が
挙
げ
ら
れ
る
。 
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３ 
口
寄
せ
を
依
頼
し
て
の
感
想 

口
寄
せ
終
了
後
に
そ
の
感
想
を
述
べ
た
計
一
一
名
の
う
ち
、
口
寄
せ
に
肯
定
的
な
評
価
を
下
し
た
者
は
五
名
【

26
・

28
・

29
・

31
・

35
】
、
否
定
的
な
評
価

を
下
し
た
者
は
七
名
【

1
（
二
名
）
・

24
・

25
・

27
・

33
・

34
】
と
な
り
、
後
者
が
前
者
を
や
や
上
回
っ
た
も
の
の
、
評
価
は
ほ
ぼ
二
分
さ
れ
る
結
果
と
な
っ

た
。 肯

定
的
な
評
価
を
下
し
た
五
名
の
う
ち
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
言
及
し
た
四
名
の
回
答
は
左
の
通
り
で
あ
る
。
彼
ら
の
発
言
の
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の

は
、
①
「
す
っ
き
り
し
た
」
「
心
置
き
な
く
帰
れ
る
」
と
い
っ
た
心
的
な
解
放
感
を
表
す
言
葉
の
多
用
と
、
②
故
人
か
ら
告
げ
ら
れ
た
感
謝
の
言
葉
へ
の
言
及
、

の
二
点
で
あ
る
。 

 

【

28
】 

・
一
人
降
ろ
し
て
も
ら
っ
た
。
す
っ
き
り
し
た
。 

 

【

29
】 

・
嫁
ぎ
先
の
両
親
と
自
分
の
両
親
、
計
四
人
を
降
ろ
し
て
も
ら
っ
た
。 

・
当
然
だ
け
ど
、
「
呼
ん
で
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
と
言
わ
れ
た
。
年
で
亡
く
な
っ
た
か
ら
、
思
い
残
す
こ
と
も
な
い
の
だ
ろ
う
。 

・
す
っ
き
り
し
た
。
あ
り
が
た
い
。
来
年
も
来
た
い
。
友
人
に
紹
介
し
た
い
。 

 

【

31
】 

・
自
分
の
父
親
と
夫
の
父
親
を
降
ろ
し
て
も
ら
っ
た
。
義
父
は
「
は
が
ゆ
い
」
、
「
こ
れ
か
ら
一
緒
に
家
に
帰
る
。
す
ぐ
帰
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
け
ど
、
見
守

っ
て
い
る
。
あ
り
が
と
う
」
と
い
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
た
。
自
分
の
父
は
、
寝
た
き
り
で
介
護
を
受
け
て
お
り
、
し
ゃ
べ
れ
な
い
ま
ま
に
逝
っ
て
し
ま
っ

た
。
口
寄
せ
を
聞
い
て
、
「
イ
ラ
イ
ラ
し
て
た
ん
だ
な
ぁ
」
と
思
っ
た
。
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た
。
す
ご
く
満
足
。 
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【

35
】 

・
姑
を
降
ろ
し
た
。
姑
は
「
お
じ
い
さ
ん
で
迷
惑
を
か
け
た
」
「
あ
り
が
と
う
」
「
守
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
た
。
舅
が
寝
た
き
り
と
な
り
、
自
分
が
介
護
し

て
い
た
。 

・
夫
は
今
年
の
初
め
に
亡
く
な
っ
た
。
亡
く
な
っ
て
半
年
経
っ
た
た
め
、
口
寄
せ
を
や
っ
て
も
い
い
と
言
わ
れ
た
。 

・
心
置
き
な
く
帰
れ
る
。 

 

一
方
、
否
定
的
な
評
価
を
下
し
た
七
名
の
中
で
、
評
価
の
理
由
に
言
及
し
て
い
る
者
は
四
名
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
う
ち
の
二
名
【

1

（
東
北
地
方
在
住
）
・

25
】
が
、
口
寄
せ
の
〝
形
式
〟
な
い
し
〝
型
〟
を
否
定
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
死
者
の
独
白
」
や
「
口
説
の
言
い
回

し
（
語
り
口
調
）
」
は
、
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
が
有
す
る
形
式
的
な
特
徴
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
口
寄
せ
に
親
し
ん
だ
者
で
あ
れ
ば
当
然
の
事
柄
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、

彼
ら
が
有
す
る
「
口
寄
せ
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
実
際
の
口
寄
せ
の
在
り
様
と
や
や
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
「
口
寄
せ
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
形

成
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
参
与
し
て
い
る
可
能
性
は
否
め
な
い
。 

 

【

1
】 

・
青
森
市
在
住
の
女
性
：
二
三
年
前
、
イ
タ
コ
Ｍ
Ｔ
に
口
寄
せ
を
し
て
も
ら
っ
た
。
今
回
も
口
寄
せ
を
し
て
も
ら
っ
た
が
、
正
直
物
足
り
な
か
っ
た
。 

・
東
北
地
方
在
住
の
女
性
：
（
し
ゃ
く
な
げ
荘
で
も
「
口
寄
せ
」
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
）
恐
山
で
の
口
寄
せ
は
一
方
的
だ
っ
た
。
霊
と
話
せ
る
ほ
う
が

い
い
。
も
う
一
回
や
っ
て
も
ら
お
う
か
と
考
え
て
い
る
。 

 

【

25
】 

・
姉
と
友
人
を
降
ろ
し
て
も
ら
っ
た
が
、
「
思
っ
た
よ
う
じ
ゃ
な
か
っ
た
」
。
「
口
調
も
全
然
違
か
っ
た
」
。 
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【

27
】 

・
三
人
降
ろ
し
て
も
ら
っ
た
が
、
「
み
ん
な
内
容
が
同
じ
」
。 

 

第
六
節 

し
ゃ
く
な
げ
荘
で
の
「
イ
タ
コ
く
ち
寄
せ
」
に
つ
い
て 

 
 

「
し
ゃ
く
な
げ
荘
」
は
宇
曽
利
湖
の
湖
畔
に
位
置
す
る
私
設
の
食
堂
兼
民
宿
で
、
恐
山
菩
提
寺
が
保
有
す
る
霊
場
内
の
宿
坊
を
除
け
ば
、
〝
お
山
の
上
〟
（
霊

場
の
近
辺
）
で
宿
泊
が
可
能
な
唯
一
の
施
設
で
あ
る
。
第
三
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
し
ゃ
く
な
げ
荘
で
は
二
〇
一
二
年
ま
で
男
巫
Ｎ
Ｓ
が
商
売
を
営
ん
で
き
た

が
、
一
年
の
ブ
ラ
ン
ク
を
経
て
、
今
年
は
新
た
に
女
性
の
巫
者
が
「
イ
タ
コ
く
ち
寄
せ
」
の
看
板
を
出
し
て
巫
業
を
行
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
二
〇
一
二
年
、

二
〇
一
三
年
の
状
況
に
も
言
及
し
た
う
え
で
、
そ
の
様
子
を
記
し
た
い
。 

ま
ず
、
二
〇
一
二
年
の
大
祭
時
（
七
月
二
二
日
）
に
訪
問
し
た
際
、
し
ゃ
く
な
げ
荘
の
外
に
は
「
イ
タ
コ
口
寄
せ
」
と
「
イ
タ
コ
の
館
」
と
い
う
二
種
の
看

板
が
出
て
お
り
、
Ｎ
Ｓ
の
「
口
寄
せ
」
を
受
け
よ
う
と
多
く
の
客
が
店
外
の
ベ
ン
チ
に
座
っ
て
順
番
待
ち
を
し
て
い
た
（
写
真

10
‐

17
）
。
霊
場
内
の
口
寄
せ

が
八
時
半
に
並
ん
で
四
時
間
待
ち
と
い
う
状
況
だ
っ
た
た
め
に
、
境
内
で
の
口
寄
せ
を
断
念
し
た
人
々
が
こ
ち
ら
に
流
れ
、
一
一
時
一
〇
分
の
時
点
で
四
組
八

名
の
待
機
者
が
み
ら
れ
た
。
そ
の
後
も
客
は
絶
え
ず
、
調
査
者
の
後
ろ
に
は
久
慈
か
ら
来
た
男
性
が
、
そ
の
後
ろ
に
は
野
辺
地
か
ら
来
た
女
性
が
並
ん
で
い
た
。 

霊
場
内
の
口
寄
せ
に
か
か
る
費
用
が
一
霊
呼
ぶ
に
あ
た
っ
て
三
〇
〇
〇
円
で
あ
る
の
に
対
し
、
Ｎ
Ｓ
の
そ
れ
に
は
倍
の
六
〇
〇
〇
円
が
必
要
と
な
る
。
こ
の

料
金
は
Ｎ
Ｓ
自
身
が
客
に
説
明
し
て
い
た
も
の
で
、
こ
こ
に
は
「
寄
付
」
の
分
が
含
ま
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
巫
業
の
所
要
時
間
も
霊
場
内

の
口
寄
せ
が
一
件
一
五
‐
二
〇
分
程
度
で
あ
る
の
に
対
し
、
Ｎ
Ｓ
巫
女
の
「
口
寄
せ
」
に
は
三
〇
分
程
度
の
時
間
を
要
す
る
。
そ
の
た
め
、
待
ち
時
間
も
長
く
、

バ
ス
ツ
ア
ー
の
参
加
者
に
は
途
中
で
諦
め
て
戻
る
者
も
見
ら
れ
た
。 

正
午
過
ぎ
に
外
へ
と
出
て
き
た
Ｎ
Ｓ
は
、
口
寄
せ
を
待
つ
人
々
に
「
こ
の
後
、
予
約
が
入
っ
て
い
る
か
ら
（
口
寄
せ
が
）
出
来
る
か
分
か
ら
な
い
」
と
述
べ

た
う
え
で
、
昨
晩
も
む
つ
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
で
夜
の
三
時
ま
で
「
オ
シ
ラ
サ
マ
の
実
践
」
を
や
っ
て
み
せ
て
い
た
と
語
っ
て
お
り
、
勢
力
的
に
活
動
を
行
っ
て
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い
る
様
子
で
あ
っ
た
。
な
お
、
恐
山
の
駐
車
場
に
停
ま
っ
て
い
た
観
光
バ
ス
の
中
に
は
「
イ
タ
コ
館
の
会
」
と
い
う
プ
レ
ー
ト
を
掲
げ
た
も
の
が
見
受
け
ら
れ
、

こ
の
団
体
が
上
記
の
「
予
約
者
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
。 

Ｎ
Ｓ
に
よ
る
「
口
寄
せ
」
は
同
年
秋
の
祭
典
時
（
調
査
者
が
訪
問
し
た
の
は
一
〇
月
七
日
）
に
も
確
認
さ
れ
、
秋
季
の
一
四
時
過
ぎ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
外
に

は
七
名
の
待
機
者
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
三
年
は
店
主
が
亡
く
な
っ
た
た
め
に
し
ゃ
く
な
げ
荘
自
体
が
営
業
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
Ｎ
Ｓ
の
来
訪
も
な

か
っ
た
。 

 

こ
う
し
て
幕
を
閉
じ
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
当
地
の
「
口
寄
せ
」
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
四
年
は
こ
れ
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
大
祭
前
日
の
七
月
一
九
日

に
訪
れ
た
際
、
店
を
再
開
し
た
し
ゃ
く
な
げ
荘
の
外
に
は
、
Ｎ
Ｓ
の
も
の
と
も
異
な
る
「
イ
タ
コ
く
ち
寄
せ
」
と
書
か
れ
た
真
新
し
い
看
板
が
設
置
さ
れ
（
写

真

10
‐

18
）
、
店
内
で
は
女
性
の
巫
者
が
巫
業
を
営
ん
で
い
た
。
こ
の
巫
者
は
五
戸
町
倉
石
在
住
の
Ｏ
Ｔ
（
五
〇
‐
六
〇
代
）
と
い
う
晴
眼
の
カ
ミ
サ
マ
系
の

巫
者
で
、
本
人
の
話
で
は
し
ゃ
く
な
げ
荘
へ
は
何
十
年
か
前
に
来
て
い
た
も
の
の
、
身
体
を
悪
く
し
た
た
め
に
来
な
く
な
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
。 

調
査
者
は
Ｏ
Ｔ
の
「
口
寄
せ
」
を
被
験
し
た
が
、
そ
の
様
相
は
境
内
の
イ
タ
コ
が
行
う
口
寄
せ
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
あ
ら
か
じ
め
Ｏ
Ｔ
自
身
が
「
あ

っ
ち
（
恐
山
）
の
イ
タ
コ
さ
ん
は
祭
文
を
し
ゃ
べ
る
け
ど
、
私
は
（
自
分
な
い
し
霊
の
）
タ
イ
ミ
ン
グ
で
降
り
て
く
る
」
と
述
べ
た
と
お
り
、
Ｏ
Ｔ
の
「
口
寄

せ
」
は
降
霊
に
際
し
て
い
わ
ゆ
る
唱
え
事
を
必
要
と
し
な
い
。
巫
業
が
始
ま
る
と
、
Ｏ
Ｔ
は
息
を
吐
き
な
が
ら
黙
っ
て
目
を
閉
じ
、
意
識
を
集
中
さ
せ
る
。
す

る
と
、
霊
が
彼
女
の
身
体
に
憑
依
し
、
第
一
人
称
で
語
り
始
め
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
佐
々
木
宏
幹
の
類
型
を
参
照
す
る
場
合
、
伝
統
的
な
イ
タ
コ
と

は
様
相
を
異
に
し
て
い
る
も
の
の
、
彼
女
も
ま
た
「
霊
媒
」
型
シ
ャ
ー
マ
ン
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
１
６

。
伝
統
的
な
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
が
一
人

称
の
独
白
と
い
う
一
方
向
的
な
交
流
を
志
向
し
、
死
者
と
依
頼
者
間
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
必
要
と
し
な
い
の
に
対
し
て
、
Ｏ
Ｔ
の
「
口
寄
せ
」
で
は

依
頼
者
か
ら
死
者
へ
の
問
い
か
け
（
い
わ
ゆ
る
「
問
い
口
」
）
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
関
し
て
は
「
途
中
で
黙
っ
た
り
す
る
と
思
う
け
ど
、
そ
の
時
に
質

問
し
て
も
ら
っ
て
も
い
い
し
、
タ
イ
ミ
ン
グ
が
分
か
ら
な
か
っ
た
ら
、
そ
の
ま
ま
聞
い
て
い
て
も
い
い
」
と
の
説
明
が
な
さ
れ
た
。
一
件
の
「
口
寄
せ
」
に
か

か
る
時
間
は
二
〇
分
程
度
で
、
料
金
は
境
内
と
同
様
の
三
〇
〇
〇
円
で
あ
る
。 
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写真 10-17  しゃくなげ荘の「イタコ口寄せ」（2012 年 7 月 22 日撮影）  

 

写真 10-18  しゃくなげ荘の看板（2014 年 7 月 19 日撮影）  
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写真 10-19  しゃくなげ荘の「イタコくち寄せ」（2014 年 10 月 12 日撮影）  
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調
査
者
が
し
ゃ
く
な
げ
荘
を
訪
問
し
た
の
は
一
六
時
半
を
過
ぎ
た
頃
で
あ
っ
た
が
、
先
客
の
夫
婦
が
ち
ょ
う
ど
「
口
寄
せ
」
を
終
え
て
帰
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
大
祭
期
間
中
の
二
一
日
に
来
た
際
に
は
、
一
三
時
五
〇
分
の
時
点
で
店
の
前
に
四
台
の
車
が
停
ま
っ
て
い
た
。 

な
お
、
同
年
の
秋
詣
り
の
期
間
中
に
も
、
一
一
日
、
一
二
日
の
二
日
間
、
し
ゃ
く
な
げ
荘
に
は
「
イ
タ
コ
く
ち
寄
せ
」
の
看
板
が
出
て
い
た
。
秋
詣
り
の
際

は
巫
業
を
行
っ
て
い
る
人
物
を
確
認
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
夏
に
接
見
し
た
際
、
Ｏ
Ｔ
が
秋
の
来
訪
に
も
言
及
し
て
い
た
点
に
鑑
み
れ
ば
、
彼
女
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高
い
。
し
ゃ
く
な
げ
荘
の
〝
口
寄
せ
〟
を
利
用
す
る
の
は
、
長
蛇
の
列
を
な
す
霊
場
内
の
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
を
利
用
で
き
な
か
っ
た
人
々

で
あ
る
が
、
霊
場
内
が
比
較
的
混
雑
し
て
い
た
一
一
日
の
一
三
時
の
段
階
で
は
、
駐
車
場
に
全
く
車
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
翌
一
二
日
の
正
午
に
は
四

台
の
車
が
停
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
日
は
複
数
の
利
用
者
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
（
写
真

10
‐

19
）
。 

 

前
述
の
巫
業
の
様
相
が
物
語
る
よ
う
に
、
Ｏ
Ｔ
は
民
俗
文
化
と
し
て
の
イ
タ
コ
の
特
徴
に
は
合
致
し
な
い
、
カ
ミ
サ
マ
と
区
分
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
巫
者
で
あ

る
。
実
際
、
彼
女
か
ら
手
渡
さ
れ
た
名
刺
に
記
さ
れ
て
い
た
の
は
「
紫
天
大
翔
殿
」
と
い
う
肩
書
で
、
こ
こ
に
「
イ
タ
コ
」
の
名
称
は
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、

五
戸
の
自
宅
を
拠
点
に
と
し
た
平
生
の
巫
業
に
お
い
て
、
Ｏ
Ｔ
は
「
イ
タ
コ
」
の
名
称
を
用
い
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
彼
女
が
掲
げ
る
「
イ
タ
コ
く
ち

寄
せ
」
の
看
板
は
、
恐
山
へ
や
っ
て
来
る
人
々
の
ニ
ー
ズ
の
投
影
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。 

 

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
《
イ
タ
コ
》
を
描
く
中
で
〝
余
計
な
〟
伝
統
的
要
素
を
削
ぎ
落
と
し
、
そ
の
地
域
性
を
除
去
す
る
こ
と
で
、
よ
り
単
純
化
・
一
般
化
し

た
形
で
《
口
寄
せ
》
を
提
示
し
て
き
た
。
ゆ
え
に
、
《
イ
タ
コ
》
を
求
め
る
人
々
に
と
っ
て
の
「
口
寄
せ
」
と
は
、
「
死
者
の
魂
を
憑
依
さ
せ
、
そ
の
言
葉
を
語

る
」
と
い
う
非
常
に
漠
然
と
し
た
儀
礼
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
上
記
の
機
能
を
発
揮
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
式
の
巫
儀
が
、「
口
寄
せ
」
と
し
て
成
立
し
得
る

こ
と
に
な
る
。
Ｏ
Ｔ
の
「
イ
タ
コ
く
ち
寄
せ
」
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
起
因
す
る
《
イ
タ
コ
》
需
要
の
特
徴
を
体
現
す
る
事
例
に
他
な
ら
な
い
。
と
同
時
に
、

「
イ
タ
コ
」
や
「
口
寄
せ
」
の
行
く
末
を
示
唆
す
る
事
例
の
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。 
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第
七
節 

結
語 

 

 

本
章
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
加
速
し
た
表
象
と
客
体
と
の
乖
離
が
も
た
ら
し
た
風
景
と
い
う
観
点
か
ら
、
恐
山
に
お
け
る
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
の

現
状
に
つ
い
て
出
来
る
限
り
詳
細
に
記
述
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
二
〇
一
四
年
の
夏
の
大
祭
で
は
、
カ
ミ
サ
マ
系
巫
者
Ｓ
巫
女
の
「
イ

タ
コ
」
と
し
て
の
正
式
参
加
と
い
う
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
お
り
、
こ
れ
は
当
地
の
イ
タ
コ
マ
チ
、
ひ
い
て
は
「
イ
タ
コ
」
や
「
口
寄
せ
」
と
い
う
伝
統
自
体

の
今
後
を
暗
示
す
る
よ
う
な
、
極
め
て
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

巫
者
と
い
う
存
在
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
場
合
、
Ｓ
巫
女
の
祭
典
へ
の
参
入
は
、
イ
タ
コ
の
減
少
に
伴
う
同
業
者
組
織
（
「
組
合
」
の
よ
う
な
）
の
崩
壊
な
い
し

弱
体
化
を
背
景
に
実
現
し
た
、
イ
タ
コ
が
形
成
す
る
商
売
領
域
へ
の
〝
イ
タ
コ
で
は
な
い
巫
者
〟
の
進
出
事
例
と
し
て
解
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
巫
俗
の

実
状
を
捉
え
る
に
お
い
て
注
視
が
必
要
な
の
は
、
そ
こ
か
ら
反
転
し
て
浮
か
び
上
が
る
依
頼
者
の
姿
、
す
な
わ
ち
、《
イ
タ
コ
》
に
対
す
る
需
要
の
高
さ
で
あ
る
。 

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
が
一
般
常
識
と
化
し
た
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
死
者
と
の
対
話
を
望
み
、
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
を
求
め
て
当

地
を
訪
れ
る
人
は
後
を
絶
た
な
い
。
イ
タ
コ
が
そ
の
数
を
減
ら
す
一
方
で
、
口
寄
せ
を
介
し
た
死
者
と
の
語
ら
い
に
対
す
る
希
求
が
尽
き
な
い
こ
と
は
、
三
名

の
「
イ
タ
コ
」
に
七
時
間
待
ち
の
列
が
作
ら
れ
る
当
地
の
現
状
か
ら
も
明
ら
か
だ
。
死
を
契
機
と
し
た
離
別
が
存
在
す
る
限
り
、
こ
の
希
求
は
決
し
て
無
く
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
、
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
に
対
す
る
需
要
は
こ
れ
か
ら
も
絶
え
ず
再
生
産
さ
れ
続
け
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
需
要
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
口
寄
せ
習
俗
に
は
、
何
ら
か
の
〝
変
容
〟
を
経
た
う
え
で
の
存
続
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。 

 

本
章
で
行
っ
た
報
告
は
、
恐
山
に
お
け
る
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
習
俗
が
直
面
し
て
い
る
現
実
を
、
具
に
記
録
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
価
値
を
有
す
る
も
の

で
あ
っ
た
か
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
現
実
」
が
〝
過
渡
〟
と
い
う
名
の
動
態
で
あ
る
以
上
、
本
章
の
価
値
は
今
後
の
継
続
的
な
調
査
が
あ
っ
て
初
め
て
成

立
し
得
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
岐
路
に
立
た
さ
れ
た
当
地
の
イ
タ
コ
マ
チ
の
行
く
末
を
、
こ
れ
か
ら
も
見
守
っ
て
い
き
た
い
。 
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１ 

宮
崎
ふ
み
子
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
ダ
ン
カ
ン
「
地
域
か
ら
み
た
恐
山
」
『
歴
史
評
論
』
第
六
二
九
号
、
二
〇
〇
二
年
、
六
四
頁
。 

２ 

菅
江
真
澄
「
於
久
能
宇
良
宇
良
」
、
内
田
武
志
・
宮
本
常
一
編
『
菅
江
真
澄
全
集 

第
二
巻
』
未
来
社
、
一
九
七
一
年
。 

３ 

「
平
成
２
２
年 

青
森
県
観
光
入
込
客
統
計
」（h

ttp
://w

w
w

.a
p

tin
e

t.jp
/u

s
e

r
file

s
/file

/s
ig

h
ts

e
e

in
g

/h
2

2
_

k
a

n
k

o
to

u
k

e
i0

1
.p

d
f

、
ア
ク
セ
ス
日
：
二

〇
一
四
年
一
一
月
一
日
）
。 

「
平
成
２
４
年 
青
森
県
観
光
入
込
客
統
計
」（h

ttp
://w

w
w

.a
p

tin
e

t.jp
/u

s
e

r
file

s
/file

/s
ig

h
ts

e
e

in
g

/h
2

4
_

k
a

n
k

o
to

u
k

e
i0

2
.p

d
f

、
ア
ク
セ
ス
日
：
二

〇
一
四
年
一
一
月
一
日
）
。 

 

「
平
成
２
５
年 

青
森
県
観
光
入
込
客
統
計
」 

（h
ttp

://w
w

w
.a

p
tin

e
t.jp

/o
p

tio
n

a
l_

im
a

g
e

/o
p

tim
g

_
0

0
0

0
0

0
0

4
/U

N
I
Q

_
f9

e
d

5
8

7
d

3
3

f8
7

f4
c
8

3
4

5
b

2
e

6
a

d
2

d
3

d
9

3
.p

d
f

、
ア
ク
セ
ス
日
：
二
〇
一
五

年
八
月
二
四
日
）
。 

４ 

「
恐
山 

今
年
か
ら
秋
祭
り
も
」
、
『
東
奥
日
報
（
朝
刊
）
』
一
九
七
三
年
七
月
二
九
日
付
。
「
市
町
村
レ
ー
ダ
ー
：
こ
と
し
か
ら
復
活
へ 

来
月
一
日
か
ら
五

日
ま
で
「
恐
山
秋
詣
り
」
」
、
『
デ
ー
リ
ー
東
北
』
一
九
七
三
年
八
月
二
五
日
付
。 

５ 

「
平
成
２
６
年
度 

県
内
主
要
秋
ま
つ
り
に
お
け
る
観
光
客
入
込
数
」

（h
ttp

://w
w

w
.a

p
tin

e
t.jp

/o
p

tio
n

a
l_

im
a

g
e

/o
p

tim
g

_
0

0
0

0
0

0
1

3
/U

N
I
Q

_
5

8
e

7
7

d
e

6
e

2
0

b
b

b
3

d
2

8
1

8
e

f2
c
6

2
b

1
9

9
b

c
.p

d
f

、
ア
ク
セ
ス
日
：
二
〇
一
五

年
八
月
二
四
日
）
。 

６ 

「
ロ
ー
カ
ル
・
ガ
イ
ド 

恐
山 

彼
岸
へ
の
旅
」
、
『
藝
術
新
潮
』
一
九
八
七
年
九
月
号
、
一
二
二
頁
。 

７ 

イ
タ
コ
Ｈ
Ｍ
巫
女
に
つ
い
て
は
、
石
川
純
一
郎
「
口
寄
せ
巫
女
の
伝
承
―
八
戸
市
周
辺
の
場
合
―
」
（
『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
四
輯
）

を
参
照
。 

８ 

「
１
９
歳
と
２
２
歳
の
イ
タ
コ
誕
生
」
（
『
Ａ
Ｅ
Ｒ
Ａ
』
一
九
九
一
年
九
月
一
七
日
号
）
、
「
神
の
お
告
げ
で
人
生
を
決
め
ま
し
た
！
」
（
『
女
性
自
身
』
一
九
九

一
年
一
一
月
二
六
日
号
）
、
「
〈
青
森
恐
山
〉
最
年
少
イ
タ
コ
「
２
５
歳
美
女
」
の
素
顔
に
接
近
」
（
『F

R
I
D

A
Y

』
一
九
九
七
年
一
〇
月
三
一
日
号
）
、
「
「
最
後
の

イ
タ
コ
」
と
呼
ば
れ
る
２
人
」
（
『
婦
人
公
論
』
二
〇
〇
四
年
五
月
七
日
号
）
な
ど
。 

９ 

イ
タ
コ
Ｎ
Ｋ
に
つ
い
て
は
、
石
川
の
前
掲
論
文
を
参
照
。 

１
０ 

村
上
晶
「
消
え
ゆ
く
巫
俗
と
生
き
の
び
る
巫
者
―
ワ
カ
と
イ
タ
コ
を
事
例
と
し
て
―
」
、
『
宗
教
学
・
比
較
思
想
学
論
集
』
第
一
四
号
、
二
〇
一
三
年
。 

１
１ 

村
上
も
Ｎ
Ｓ
自
身
の
語
り
に
基
づ
く
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
述
べ
た
う
え
で
、
「
地
元
で
も
彼
を
イ
タ
コ
と
呼
ぶ
こ
と
に
対
し
て
疑
義
を
呈
す
者
も
い
る
」

（
五
九
‐
六
〇
頁
）
と
付
記
し
て
い
る
。 

１
２ 

高
松
敬
吉
「
民
間
巫
女
の
系
譜
‐
特
に
下
北
郡
の
イ
タ
コ
の
動
態
に
つ
い
て
‐
」
、
『
う
そ
り
』
第
四
三
号
別
冊
、
二
〇
〇
七
年
、
二
六
九
‐
二
七
〇
頁
。 

１
３ 

桜
井
徳
太
郎
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム 

上
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
、
九
〇
頁
。 

１
４ 

「
セ
ミ
ナ
ー
ズ
（
ラ
ー
ニ
ン
グ
エ
ッ
ジ
株
式
会
社
）
：
『
恐
山
に
つ
い
て
。
そ
し
て
、
イ
タ
コ
と
は
、
何
か
』
」
（h

ttp
://w

w
w

.s
e

m
in

a
r
s
.jp

/s
/1

1
2

9
8

、
ア

ク
セ
ス
日
：
二
〇
一
五
年
八
月
二
六
日
）
等
。「
Ｙ
Ａ
Ｈ
Ｏ
Ｏ
！
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
」
で
検
索
を
行
う
限
り
、
他
に
も
個
人
の
主
催
す
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
関
係
の
イ

ベ
ン
ト
（
「
イ
タ
コ
セ
ラ
ピ
ー
」
）
に
お
い
て
、
こ
の
肩
書
き
を
使
用
し
て
い
る
様
子
が
窺
わ
れ
る
。 

１
５ 

高
松
敬
吉
『
巫
俗
と
他
界
観
に
関
す
る
民
俗
学
的
研
究
―
下
北
半
島
の
民
間
信
仰
』
伝
統
と
現
代
社
、
一
九
八
三
年
、
一
九
五
頁
。 
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１
６ 
佐
々
木
は
、
ポ
ゼ
ッ
シ
ョ
ン
型
（
憑
依
型
）
の
シ
ャ
ー
マ
ン
を
「
憑
入
型
」
と
「
憑
感
（
霊
感
）
型
」
と
に
二
分
し
た
う
え
で
、
前
者
に
「
霊
媒
」
（
霊
的

存
在
が
シ
ャ
ー
マ
ン
の
自
己
と
入
れ
替
わ
っ
て
第
一
人
称
的
に
言
動
す
る
）
、
後
者
に
「
予
言
者
」
（
霊
的
存
在
を
外
側
に
し
て
目
で
見
、
言
葉
を
交
わ
す
な
ど

し
て
交
流
す
る
）
と
「
見
者
」（
霊
的
存
在
の
意
思
ま
た
は
力
を
五
感
に
受
け
つ
つ
交
流
す
る
）
を
設
け
て
い
る
。（
佐
々
木
宏
幹
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
世
界
』

講
談
社
、
一
九
九
二
年
、
二
三
頁
） 
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第
一
一
章 

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
ま
な
ざ
し
と
自
己
表
象
の
再
編
―
「
自
文
化
」
と
し
て
の
〈
恐
山
信
仰
〉
を
め
ぐ
っ
て
― 

 

第
一
節 

問
題
の
所
在 

  

第
八
章
、
第
一
〇
章
に
て
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
の
普
及
は
、
恐
山
の
来
訪
者
を
脱
地
域
的
に
拡
大
し
、

当
地
を
「
奥
羽
の
霊
場
」
と
い
う
一
地
方
の
聖
地
か
ら
、
日
本
有
数
の
霊
場
へ
と
変
貌
さ
せ
た
。「
日
本
」
と
い
う
文
脈
の
獲
得
は
、
国
内
は
も
と
よ
り
、
国
外

か
ら
の
来
訪
者
の
増
加
を
も
促
し
た
と
見
ら
れ
、
近
年
で
は
境
内
で
観
光
客
と
思
し
き
外
国
人
の
姿
を
目
に
す
る
機
会
も
少
な
く
な
い
。
実
際
、
恐
山
休
憩
所

に
置
か
れ
る
旅
行
者
ノ
ー
ト
（
誰
で
も
自
由
に
書
き
込
み
が
可
能
）
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
や
中
国
語
、
ハ
ン
グ
ル
表
記
の
書
き
込
み
も
確
認
さ
れ
る
。 

 

と
は
言
え
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
供
給
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
担
い
手
と
は
、
決
し
て
民
俗
文
化
と
し
て
イ
タ
コ
の
担
い
手
―
イ
タ
コ
と
巫
業
の
依
頼
者
か
ら
な

る
「
狭
義
の
担
い
手
」
と
、
成
立
基
盤
と
な
る
地
域
社
会
を
構
成
す
る
人
々
と
い
う
「
広
義
の
担
い
手
」
―
〝
以
外
〟
の
人
々
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
。
忘
れ

が
ち
な
事
実
で
あ
る
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
側
の
人
々
と
は
、
同
時
に
、
テ
レ
ビ
等
を
介
し
て
表
象
を
受
容
す
る
大
衆
の
一
員
で
も
あ

る
１

。
ゆ
え
に
、
第
一
部
で
明
ら
か
と
な
っ
た
よ
う
な
、
「
ズ
レ
」
を
孕
む
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
像
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
表
象
の
客
体
に
当
た
る
民
俗
文

化
の
担
い
手
達
に
も
認
知
さ
れ
て
き
た
。
加
え
て
、
同
イ
メ
ー
ジ
が
受
容
者
の
消
費
行
動
を
介
し
、
恐
山
の
在
り
様
を
規
定
し
て
き
た
事
実
に
照
ら
せ
ば
、《
恐

山
の
イ
タ
コ
》
は
メ
デ
ィ
ア
上
で
可
視
化
さ
れ
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
差
し
迫
っ
た
現
実
と
し
て
も
、
当
地
を
支
え
る
人
々
の
眼
前
に
立
ち
現
わ
れ
て
い
た
こ

と
に
な
ろ
う
。 

だ
と
す
れ
ば
、
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
と
い
う
「
他
者
の
ま
な
ざ
し
」
を
、
客
体
と
な
っ
た
民
俗
文
化
の
担
い
手
側
は
い
か
に
受
容
し
、
そ
こ
に
は
何
が
生
ま

れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
イ
タ
コ
マ
チ
を
含
む
恐
山
信
仰
の
主
要
な
成
立
基
盤
で
あ
る
下
北
地
方
に
焦
点
を
当
て
、
当
地
域
の
帰
属
者
が
「
自
文

化
」
と
し
て
語
る
恐
山
信
仰
の
姿
、
換
言
す
れ
ば
、
自
己
表
象
と
し
て
の
〈
恐
山
信
仰
〉
の
在
り
様
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
他
者
の
ま
な
ざ
し
を
受
け

て
い
か
に
再
編
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
問
い
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。 

自
己
の
形
成
は
、
他
者
の
存
在
と
不
可
分
と
言
っ
て
も
よ
い
。
他
者
を
経
由
し
た
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
文
化
人
類
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学
を
筆
頭
に
様
々
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
な
か
で
も
、
太
田
好
信
が
「
文
化
」
を
「
反
復
に
よ
り
再
生
産
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
外
部
か
ら
の
視
線

を
と
お
し
て
獲
得
さ
れ
る
反
省
的
視
点
に
よ
り
、
操
作
さ
れ
る
対
象
と
し
て
生
み
出
さ
れ
る
」
２

も
の
と
捉
え
た
う
え
で
、
そ
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
を
「
文
化
の

客
体
化
」
と
名
付
け
た
試
み
は
有
名
で
あ
る
。
太
田
の
戦
略
は
、
「
純
粋
な
文
化
」
を
求
め
る
従
来
の
枠
組
み
で
は
成
し
得
な
か
っ
た
、
「
外
部
」
と
の
関
係
性

の
中
で
「
文
化
」
を
捉
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
お
り
、
本
章
も
そ
の
恩
恵
に
与
る
も
の
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
と
も
す
る
と
「
文
化
の
客
体
化
」
論
が
「
外
部

と
の
接
触
→
文
化
の
客
体
化
→
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
構
築
」
と
い
う
単
線
的
図
式
へ
の
当
て
は
め
に
転
じ
、
場
の
多
様
性
を
無
視
し
か
ね
な
い
こ
と
は
、

既
に
菊
地
暁
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
３

。
恐
山
信
仰
の
場
合
、
と
り
わ
け
「
外
部
か
ら
の
視
線
」
の
点
で
、
こ
の
多
様
性
と
い
う
視
座
が
求
め
ら
れ
る
。 

詳
細
は
後
述
す
る
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
恐
山
の
イ
タ
コ
を
こ
ぞ
っ
て
報
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
九
五
〇
‐
六
〇
年
代
は
、
奇
し
く
も
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

が
恐
山
信
仰
に
関
す
る
研
究
を
本
格
化
さ
せ
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
い
う
二
つ
の
他
者
の
ま
な
ざ
し
が

交
錯
す
る
場
、
そ
れ
が
一
九
五
〇
年
代
以
降
の
恐
山
で
あ
っ
た
。
文
化
を
記
述
す
る
学
術
的
営
為
と
は
、
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
表
象
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
し

か
も
、
そ
の
表
象
は
決
し
て
他
の
表
象
間
交
渉
か
ら
自
由
な
存
在
で
は
な
く
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
等
の
非
学
術
的
な
領
域
へ
と
容
易
に
流
用
さ
れ
、
ま

し
て
や
権
威
的
な
参
照
項
と
し
て
機
能
し
て
い
る
ふ
し
さ
え
あ
る
４

。
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
い
う
第
三
項
の
存
在
を
視
野
に
入
れ
た
う
え
で
、

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
ま
な
ざ
し
と
下
北
地
方
に
お
け
る
「
自
文
化
」
像
と
の
関
係
を
読
み
解
く
こ
と
に
し
た
い
。 

な
お
、
ど
の
テ
ク
ス
ト
を
文
化
的
な
〝
自
己
表
象
〟
と
見
な
す
か
の
判
断
に
係
る
困
難
は
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
「
任
意
の
地
域
に
帰
属

意
識
を
有
す
る
者
が
、
帰
属
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
地
域
の
文
化
に
つ
い
て
語
っ
た
・
研
究
し
た
、
当
事
者
性
を
帯
び
た
テ
ク
ス
ト
」
と
、
こ
れ
を
規
定
し
て

お
く
５

。
帰
属
者
の
立
場
か
ら
地
域
を
探
究
す
る
と
い
う
〝
当
事
者
性
〟
は
、
時
に
非
客
観
性
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
価
を
招
来
し
、
当
該
テ
ク
ス
ト
の
研

究
場
に
お
け
る
活
用
を
阻
害
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
昨
今
、
こ
れ
ら
を
積
極
的
に
研
究
の
俎
上
に
載
せ
よ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
も
増
え
て
お
り
６

、

そ
う
し
た
試
み
の
一
助
と
な
る
こ
と
も
、
論
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

第
二
節 

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
介
入
前
の
〈
恐
山
信
仰
〉 
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メ
デ
ィ
ア
が
発
達
し
た
今
で
こ
そ
、
誰
も
が
容
易
に
「
自
文
化
」
を
表
象
し
、
こ
れ
を
全
世
界
へ
発
信
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
が
普
及
す
る
以
前
の
段
階
に
お
い
て
、
地
域
に
根
差
す
自
ら
の
文
化
を
公
に
語
る
主
体
は
非
常
に
限
定
的
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
文
化
的
な
自
己

表
象
の
主
要
な
構
成
主
体
で
あ
っ
た
の
が
、
郷
土
史
家
や
地
域
史
研
究
家
と
称
さ
れ
る
在
郷
の
知
識
人
と
、
教
育
機
関
に
お
け
る
郷
土
教
育
の
参
与
者
達
で
あ

る
。
両
者
に
よ
る
地
域
表
象
の
営
み
は
、
国
民
統
合
と
い
う
政
府
の
狙
い
と
相
ま
っ
て
戦
前
に
盛
り
上
が
り
を
見
せ
、
下
北
地
方
で
も
大
正
初
期
よ
り
複
数
の

郷
土
史
が
編
ま
れ
て
き
た
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
〈
恐
山
信
仰
〉
と
い
う
自
己
表
象
に
与
え
た
影
響
を
検
討
す
る
に
先
立
ち
、
ま
ず
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が

恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
に
注
目
し
始
め
た
一
九
五
〇
年
代
よ
り
前
の
、
〈
恐
山
信
仰
〉
の
在
り
様
を
確
認
し
て
お
く
。 

 

恐
山
に
お
け
る
死
者
儀
礼
の
発
展
は
一
八
世
紀
前
期
か
中
期
に
始
ま
り
、「
寺
院
」「
下
北
地
方
の
住
民
」「
他
地
域
か
ら
の
参
詣
者
」
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て

多
様
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
７

。
た
だ
し
、
こ
こ
で
述
べ
る
多
様
化
の
中
に
イ
タ
コ
マ
チ
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
当
地
の
死
者
儀
礼
に
対
す
る

イ
タ
コ
の
参
与
は
、
近
代
以
降
の
特
徴
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 

第
五
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
イ
タ
コ
が
恐
山
に
参
集
し
始
め
た
の
は
、
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
の
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
有
力
な
判
断
材
料
と
な
っ
て

い
る
の
は
、
中
市
謙
三
「
恐
山
詣
」
（
『
旅
と
伝
説
』
第
一
二
巻
第
二
号
、
一
九
三
九
年
）
で
、
こ
こ
に
は
「
た
ま
お
ろ
し
」
を
す
る
「
巫
女
」
と
、
「
初
め
一
人

だ
つ
た
の
が
今
は
五
人
位
い
る
と
い
ふ
」
８

と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
地
蔵
会
の
様
子
を
綴
っ
た
菅
江
真
澄
「
於
久
能
宇
良
宇
良
」
（
寛
政
五
）
９

、
幸
田
露
伴

「
易
心
後
語
」
（
明
治
二
五
）
１
０

、
日
下
部
四
郎
太
「
恐
山
紀
行
」
（
大
正
七
）
１
１

な
ど
の
紀
行
文
、
加
え
て
、
一
九
二
七
年
（
昭
和
二
）
に
「
イ
タ
コ
・
お

か
み
ん
・
ボ
サ
マ
」
１
２

を
発
表
し
、
イ
タ
コ
に
文
化
的
価
値
を
認
め
て
い
た
だ
ろ
う
中
道
等
の
『
奥
隅
奇
譚
』
（
昭
和
四
）
と
「
南
部
恐
山
の
話
」
（
昭
和
五
）

１
３

が
イ
タ
コ
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
当
地
の
イ
タ
コ
マ
チ
が
よ
う
や
く
人
の
目
に
留
ま
る
も
の
と
な
っ
た
の
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お

り
、
昭
和
一
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
な
の
だ
ろ
う
１
４

。 

実
際
、「
恐
山
詣
」
と
同
年
に
発
表
さ
れ
た
論
考
に
お
い
て
、
中
市
が
イ
タ
コ
マ
チ
の
主
な
開
催
地
と
し
て
名
を
挙
げ
て
い
た
の
は
、「
中
郡
藤
代
の
三
世
寺
」

「
川
倉
の
観
音
」「
大
浦
の
愛
宕
山
神
社
」
と
い
う
津
軽
地
方
の
三
ヶ
所
と
、
下
北
地
方
で
は
「
佛
が
宇
多
」（
仏
ヶ
浦
）
で
あ
る
１
５

。
ま
た
、
一
九
四
四
年
（
昭

和
一
九
）
に
本
県
で
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
を
視
察
し
た
折
口
信
夫
の
来
訪
先
は
、
川
倉
賽
の
河
原
地
蔵
尊
（
五
所
川
原
市
）
で
あ
っ
た
１
６

。 

こ
う
し
た
状
況
を
反
映
す
る
よ
う
に
、
一
九
五
〇
年
代
よ
り
前
に
記
さ
れ
た
自
己
表
象
と
し
て
の
〈
恐
山
信
仰
〉
に
は
、
一
切
イ
タ
コ
の
関
与
が
認
め
ら
れ
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な
い
。
こ
こ
で
は
、
郷
土
史
家
・
笹
澤
魯
羊
が
戦
前
に
発
表
し
た
諸
作
と
大
湊
尋
常
高
等
小
学
校
の
『
各
科
郷
土
教
育
資
料
』
か
ら
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
介
入

前
の
〈
恐
山
信
仰
〉
の
状
況
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。 

 

１ 

笹
澤
魯
羊
の
諸
作
（
戦
前
） 

 

笹
澤
魯
羊
は
下
北
地
方
を
代
表
す
る
郷
土
史
家
で
あ
り
、
戦
前
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に
か
け
て
多
く
の
郷
土
史
を
編
纂
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
一
八
八
五

年
（
明
治
一
八
）
に
八
戸
町
で
生
ま
れ
た
笹
澤
は
、
一
九
〇
三
年
（
明
治
三
六
）
年
に
上
京
し
、
内
閣
統
計
局
に
勤
め
る
か
た
わ
ら
正
則
英
語
学
校
夜
間
部
を

卒
業
。
帰
郷
後
は
書
記
職
を
経
て
、
一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三
）
に
『
奥
南
新
報
』
の
記
者
に
就
任
し
、
以
来
、
『
は
ち
の
へ
』
『
陸
奥
日
報
』
と
い
っ
た
地
方

紙
で
活
躍
し
た
。
一
九
二
〇
年
（
大
正
九
）
に
『
弘
前
新
聞
』
を
主
宰
し
た
が
、
同
年
に
は
県
議
・
河
野
栄
蔵
の
懇
望
を
受
け
て
下
北
の
地
へ
移
住
し
、
こ
こ

で
『
下
北
新
報
』
を
創
刊
す
る
運
び
と
な
っ
て
い
る
１
７

。 

 

笹
澤
の
郷
土
研
究
は
こ
う
し
た
記
者
生
活
の
「
余
技
」
と
し
て
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
仕
事
は
「
余
技
」
の
範
疇
を
完
全
に
逸
し
て
い
る
（
主

要
著
書
・
論
考
に
つ
い
て
は
【
表

11
‐

1
】
を
参
照
）
。
戦
前
の
業
績
に
限
っ
て
言
え
ば
、
田
名
部
町
に
移
住
し
た
翌
年
（
一
九
二
一
年
）
に
は
早
く
も
『
下

北
郡
地
方
誌
』
を
刊
行
し
て
お
り
、
こ
れ
を
足
掛
か
り
に
、
当
地
方
の
七
ヶ
町
村
に
及
ぶ
町
村
誌
を
一
人
で
、
し
か
も
わ
ず
か
四
年
の
う
ち
に
編
纂
す
る
と
い

う
快
挙
を
成
し
遂
げ
た
。 

 

『
下
北
郡
地
方
誌
（
下
北
地
方
誌
）
』
は
、
郷
土
史
家
・
笹
澤
魯
羊
に
と
っ
て
の
記
念
碑
的
作
品
で
あ
る
と
同
時
に
、
下
北
半
島
初
の
地
方
史
と
い
う
点
で
、

当
地
に
お
け
る
郷
土
研
究
の
起
点
と
な
る
作
品
で
も
あ
る
１
８

。
名
称
を
改
め
つ
つ
第
四
版
ま
で
上
梓
さ
れ
た
本
誌
は
、
本
来
、
青
森
県
産
牛
馬
共
進
会
・
青
森

県
電
気
協
会
が
田
名
部
町
で
開
か
れ
る
に
際
し
て
「
未
知
未
見
の
人
を
し
て
郡
の
一
班
を
了
得
せ
し
む
る
」
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
、
い
わ
ば
産
業
振
興
と
い
っ

た
文
脈
下
で
作
成
さ
れ
た
冊
子
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
出
自
も
あ
っ
て
か
、
初
版
の
『
下
北
郡
地
方
誌
』
は
民
俗
等
へ
の
目
配
り
に
乏
し
く
、
恐
山
に
関
し
て

も
歴
史
と
名
所
の
大
要
を
記
す
に
止
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
、
同
氏
の
飽
く
な
き
探
求
心
に
よ
っ
て
、
本
誌
は
版
を
追
う
ご
と
に
文
化
の
面
で
も
記
載
を
充
実
さ

せ
て
い
く
。 
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〈
恐
山
信
仰
〉
に
着
目
し
た
場
合
、
そ
の
記
述
が
大
幅
に
増
え
る
の
は
、
一
九
三
〇
年
（
昭
和
五
）
に
『
下
北
地
方
誌
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
第
三
版
か
ら

で
あ
る
１
９

。
本
誌
に
は
一
九
二
六
年
（
大
正
一
五
）
の
増
補
再
版
時
よ
り
「
伝
説
の
部
」
が
新
設
さ
れ
、
伝
承
や
習
俗
に
関
す
る
事
項
が
収
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
第
三
版
で
追
加
さ
れ
た
の
が
、
「
恐
山
異
聞
」
で
あ
る
。
「
恐
山
異
聞
」
に
は
当
地
に
ま
つ
わ
る
「
奇
蹟
的
な
話
」
が
三
編
収
録
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
に
四
頁
も
の
紙
面
が
割
か
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。 

笹
澤
が
「
奇
蹟
的
な
話
」
を
、
直
後
に
わ
ざ
わ
ざ
「
人
が
死
ね
ば
そ
の
魂
は
恐
山
に
行
く
と
か
、
或
は
瀕
死
の
大
病
人
が
恐
山
に
お
参
り
し
た
と
か
、
種
々

と
不
思
議
な
言
ひ
伝
へ
が
あ
る
」
と
言
い
換
え
て
い
る
よ
う
に
、
当
項
目
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
異
聞
」
と
は
、
慈
覚
大
師
の
開
山
縁
起
や
諸
仏
の
霊
験
譚
で

は
な
く
、
生
者
と
死
者
と
の
邂
逅
に
関
す
る
民
間
伝
承
で
あ
る
。
左
に
そ
の
一
例
を
示
す
。 

 

曽
つ
て
田
名
部
の
某
が
、
夫
人
と
共
に
菩
提
寺
に
泊
つ
て
い
た
際
、
或
る
夕
、
同
夫
婦
が
湯
か
ら
戻
つ
て
部
屋
に
入
ら
う
と
し
た
ら
障
子
に
若
い
娘
の
姿

が
写
つ
た
、
衣
摺
れ
の
音
さ
い
す
る
と
思
つ
た
ら
、
忽
ち
そ
の
姿
が
消
え
失
せ
た
の
で
、
夫
妻
は
襟
元
か
ら
冷
水
を
浴
び
せ
ら
れ
た
様
に
慄
然
と
し
、
寺

男
達
の
詰
め
居
る
所
へ
戻
り
、
右
の
次
第
を
話
し
た
、
寺
男
に
川
村
某
と
い
ふ
軍
人
上
り
の
男
が
い
た
が
、
部
屋
に
は
別
に
誰
を
も
案
内
し
た
筈
が
な
い
、

そ
れ
は
聊
か
不
思
議
と
い
ふ
の
で
、
そ
の
部
屋
を
調
べ
に
行
く
と
、
寺
男
の
川
村
が
障
子
を
明
け
た
拍
子
に
、
何
か
肩
に
摺
れ
た
感
じ
は
し
た
が
、
部
屋

の
中
に
は
全
く
誰
も
居
な
か
つ
た
、
但
し
翌
日
に
な
つ
て
隣
部
屋
に
泊
つ
て
い
た
、
岩
手
県
か
ら
登
山
し
た
参
詣
の
婆
さ
ん
の
許
へ
、
国
か
ら
『
娘
死
ん

だ
』
と
の
電
報
が
届
け
ら
れ
た
、
多
分
そ
の
娘
さ
ん
の
霊
が
部
屋
間
違
ひ
を
し
た
の
で
あ
つ
た
ら
う
と
い
ふ
話
で
あ
つ
た
。
２
０ 

  

こ
れ
ら
の
邂
逅
譚
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
生
者
と
死
者
と
の
接
触
を
実
現
し
て
い
る
要
因
で
あ
る
。「
恐
山
異
聞
」
の
邂
逅
譚
は
、
い
ず
れ
も
霊
場
の
境
内
や

そ
の
周
辺
区
域
に
立
ち
入
っ
た
者
が
〝
期
せ
ず
し
て
〟
死
者
の
音
容
に
触
れ
る
、
と
い
う
筋
書
き
に
な
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
死
者
と
の
接
触
に
至
る
ま
で
の

手
続
き
が
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
何
が
両
者
の
媒
介
を
果
た
し
て
い
る
の
か
を
把
握
す
る
の
が
難
し
い
。
だ
が
、
第
五
章
で
得
た
霊
媒
の
変
化
に
関
す
る
知
見

を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
「
恐
山
異
聞
」
に
お
け
る
生
者
と
死
者
の
媒
介
装
置
が
「
恐
山
」
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。 

本
誌
の
最
終
稿
と
な
る
第
四
版
は
一
九
三
四
年
（
昭
和
九
）
に
出
版
さ
れ
、
そ
の
際
、
「
恐
山
異
聞
」
に
は
〝
瀕
死
の
病
人
が
恐
山
に
登
る
の
を
目
撃
し
た
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話
〟
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
恐
山
へ
の
参
入
を
機
に
死
者
の
音
容
に
触
れ
得
る
点
で
は
、
前
掲
の
邂
逅
譚
も
ま
た
、
決
し
て
従
来
の
伝
承
と
構
造
を

異
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
笹
澤
が
一
九
五
〇
年
代
よ
り
前
に
発
表
し
た
テ
ク
ス
ト
内
の
〈
恐
山
信
仰
〉
に
お
い
て
、
生
者
と
死
者
と
の
媒
介
を
果
た
し
て
い
る
の
は
他

で
も
な
い
、
恐
山
と
い
う
場
そ
の
も
の
で
あ
り
、
霊
媒
と
し
て
の
イ
タ
コ
の
関
与
は
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
〈
恐
山
信
仰
〉
に
限
っ

た
話
で
あ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
全
般
を
通
じ
て
イ
タ
コ
へ
の
言
及
が
皆
無
な
訳
で
は
な
い
。
で
は
、
イ
タ
コ
の
関
与
す
る
箇
所
が
ど
こ
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
お

し
ら
さ
ま
」
の
項
目
で
あ
る
。 

『
下
北
地
方
誌
』
の
完
成
を
見
た
笹
澤
は
、
一
九
三
四
年
（
昭
和
九
）
よ
り
下
北
地
方
の
各
町
村
誌
の
編
纂
に
着
手
し
、
一
連
の
著
作
で
該
当
地
区
の
オ
シ

ラ
サ
マ
の
状
況
を
ま
と
め
て
い
る
。
イ
タ
コ
の
関
与
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、
オ
シ
ラ
サ
マ
の
祭
祀
も
し
く
は
所
有
者
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
。 

 

『
東
通
村
誌
（
初
版
）
』
下
北
新
報
社
、
一
九
三
六
年
（
昭
和
一
一
） 

川
島
の
お
し
ら
さ
ま
は
明
治
二
十
一
年
の
大
火
に
焼
け
た
、
而
も
家
族
の
者
が
昔
の
火
事
の
際
に
、
お
し
ら
さ
ま
が
独
り
で
飛
び
出
し
た
話
を
思
ひ
出
し

て
、
一
度
手
を
掛
け
た
が
遂
に
持
出
さ
な
か
つ
た
為
め
焼
け
た
。
五
六
年
以
前
川
島
の
家
に
病
人
が
あ
つ
た
と
き
、
お
し
ら
さ
ま
が
又
祀
ら
れ
た
い
さ
う

だ
と
、
巫
女
が
占
つ
た
為
め
に
新
し
く
拵
へ
た
。
［
一
二
七
‐
一
二
八
頁
］ 

 

『
川
内
町
誌
』
下
北
新
報
社
、
一
九
三
六
年
（
昭
和
一
一
） 

イ
タ
コ
の
家
で
な
い
限
り
は
、
大
抵
お
し
ら
さ
ま
を
箱
に
入
れ
た
ま
ま
秘
め
て
居
る
け
れ
ど
も
、
松
本
氏
は
大
変
に
お
し
ら
さ
ま
の
信
仰
家
で
あ
つ
て
、

祭
壇
を
設
け
て
毎
朝
夕
燈
明
を
献
じ
礼
拝
し
て
居
る
。
［
一
二
四
頁
］ 

  

以
上
の
点
よ
り
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
笹
澤
魯
羊
の
構
成
し
た
「
自
文
化
」
と
い
う
表
象
上
の
領
域
に
お
い
て
、〈
恐
山
信
仰
〉
と
〈
イ
タ
コ
〉
と
が
各
々
全

く
別
個
の
文
化
と
し
て
存
在
し
て
い
た
事
実
で
あ
る
。 
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な
お
、
笹
澤
が
「
お
し
ら
さ
ま
」
を
町
村
誌
の
項
目
に
加
え
る
一
因
と
な
っ
た
の
は
、
八
戸
郷
土
研
究
会
の
小
井
川
潤
次
郎
か
ら
の
勧
め
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

一
九
六
九
年
（
昭
和
四
四
）
七
月
二
〇
日
の
『
読
売
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、
小
井
川
は
「
笹
沢
魯
羊
さ
ん
が
、
生
ま
れ
故
郷
の
八
戸
に
か

え
り
、
し
ば
ら
く
滞
在
さ
れ
た
の
は
八
戸
市
に
な
っ
た
当
初
（
論
者
注
：
昭
和
四
年
頃
）
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
間
に
数
度
た
ず
ね
ら
れ
た
の
に
、
ち
ょ
う
ど

私
が
オ
シ
ラ
サ
マ
に
手
を
つ
け
て
い
た
こ
ろ
な
の
で
、
下
北
半
島
の
オ
シ
ラ
サ
マ
の
状
態
を
書
き
伝
え
る
こ
と
を
勧
め
、
さ
っ
そ
く
そ
の
後
の
著
書
に
は
そ
の

項
を
見
せ
て
く
れ
た
」
と
述
懐
し
て
い
る
。
小
井
川
や
笹
澤
が
柳
田
國
男
と
交
流
を
有
し
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
に
あ
っ
た
事
実
に
照
ら
せ
ば
、「
お
し
ら
さ

ま
」
を
め
ぐ
る
前
掲
の
動
向
は
、
笹
澤
の
「
自
文
化
」
が
当
時
発
展
の
途
に
あ
っ
た
民
俗
学
と
い
う
学
問
的
ま
な
ざ
し
の
下
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す

る
も
の
と
言
え
よ
う
。 

 

２ 

大
畑
巖
編
『
各
科
郷
土
教
育
資
料
』
（
大
湊
尋
常
高
等
小
学
校
、
一
九
三
三
年
） 

 

し
か
し
な
が
ら
、
笹
澤
の
テ
ク
ス
ト
に
見
ら
れ
た
特
徴
が
、
全
て
彼
の
独
自
性
に
帰
す
も
の
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
同
様
の
特
徴

は
、
も
う
一
方
の
表
象
主
体
で
あ
る
、
郷
土
教
育
の
参
与
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
「
自
文
化
」
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。 

大
湊
尋
常
高
等
小
学
校
が
一
九
三
三
年
（
昭
和
八
）
に
刊
行
し
た
『
各
科
郷
土
教
育
資
料
』
は
、
児
童
と
職
員
が
行
っ
た
地
域
調
査
を
基
に
作
成
さ
れ
た
教

科
別
の
教
材
集
で
あ
り
、
民
俗
事
象
に
関
す
る
多
く
の
記
述
を
含
む
こ
と
か
ら
「
質
量
と
も
に
優
れ
た
記
録
」
と
評
さ
れ
て
い
る
２
１

。
〈
恐
山
信
仰
〉
を
扱
っ

て
い
る
の
は
、
こ
の
中
の
修
身
科
の
教
材
で
、
「
七
、
郷
土
の
迷
信
」
に
お
い
て
「
恐
山
」
を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。 

 

当
地
方
で
は
、
死
者
の
霊
は
皆
恐
山
へ
集
ま
る
も
の
と
、
一
般
に
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
死
者
が
出
来
る
と
、
必
ず
恐
山
へ
参
詣
す
る
こ
と
を
忘

れ
な
い
。
毎
年
七
月
廿
四
日
を
中
心
と
し
て
、
前
後
一
週
間
を
恐
山
の
祭
礼
と
し
大
供
養
を
な
す
の
で
、
当
町
は
勿
論
、
各
方
面
か
ら
集
ま
る
善
男
善
女

は
数
千
に
達
し
、
為
に
恐
山
境
内
は
立
錐
の
余
地
も
な
い
程
混
雑
す
る
。
こ
の
様
な
わ
け
だ
か
ら
、
恐
山
に
つ
い
て
の
迷
信
は
非
常
に
多
く
、
一
々
数
へ

挙
げ
る
こ
と
が
出
来
な
い
程
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
三
途
の
川
の
太
鼓
橋
は
心
の
悪
い
人
に
は
、
針
の
様
に
細
く
見
え
て
渡
れ
な
い
と
か
、
河
岸
の
柳
は
鬼

に
見
え
る
と
か
、
そ
の
他
賽
の
河
原
に
は
幼
児
の
亡
霊
が
集
ま
つ
て
、
鬼
を
防
ぐ
為
に
石
を
積
む
と
か
言
は
れ
て
い
る
が
、
之
等
は
皆
前
述
の
様
に
、
死
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者
の
集
ま
る
と
こ
ろ
と
言
ふ
迷
信
に
基
い
て
、
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
２
２ 

  

死
者
と
の
邂
逅
に
は
触
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
右
の
解
説
は
「
死
者
の
集
ま
る
と
こ
ろ
」
で
あ
る
恐
山
の
特
徴
を
〝
場
〟
に
起
因
す
る
奇
譚
の
多
さ
に
求
め

る
点
で
、
笹
澤
の
提
示
し
た
〈
恐
山
信
仰
〉
の
在
り
様
に
共
鳴
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
ち
ら
の
テ
ク
ス
ト
で
も
、
超
自
然
的
領
域
の
表
出
を
も
た
ら
し
て
い
る

の
は
や
は
り
恐
山
自
体
で
あ
り
、
こ
こ
に
イ
タ
コ
の
よ
う
な
媒
介
者
の
関
与
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
う
え
で
、
や
は
り
イ
タ
コ
に
対
す
る
言
及
は
、
同
じ
「
郷

土
の
迷
信
」
の
中
で
も
「
恐
山
」
と
は
全
く
別
の
項
目
で
な
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
お
し
ら
あ
そ
び
。
」
（
部
分
抜
粋
） 

こ
れ
は
「
お
し
ら
さ
ま
」
と
称
す
る
神
様
を
、
巫
女
（
い
た
こ
）
が
呪
文
を
唱
へ
な
が
ら
、
躍
ら
せ
て
い
る
中
に
、
こ
の
「
お
し
ら
さ
ま
」
の
霊
が
巫

女
に
う
つ
り
、
巫
女
は
お
し
ら
さ
ま
の
代
り
と
な
つ
て
、
い
ろ
い
ろ
の
予
言
を
宣
す
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
こ
れ
を
信
ず
る
の
は
、
主
と
し
て
老
婆
達

で
、
若
干
の
米
穀
・
金
銭
な
ど
を
報
酬
と
し
て
巫
女
に
与
へ
て
、
こ
の
「
お
し
ら
さ
ま
」
を
あ
そ
ば
せ
る
（
神
下
ろ
し
）
の
で
あ
る
２
３

。 

 

「
口
寄
せ
。
」
（
部
分
抜
粋
） 

こ
れ
も
前
者
同
様
、
巫
女
を
霊
媒
と
し
て
色
々
の
予
言
を
聴
く
の
で
あ
る
が
、
前
者
は
「
お
し
ら
様
」
か
ら
き
く
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
近
親
の
亡
霊
か

ら
き
く
の
で
あ
る
。
や
は
り
一
定
の
賃
金
を
払
つ
て
仏
を
下
ろ
し
て
貰
ふ
の
で
あ
る
。
即
ち
、
ロ
ー
ソ
ク
と
賃
金
を
巫
女
の
前
に
差
出
し
て
「
何
月
何
日

の
仏
を
呼
ん
で
く
れ
」
と
言
ふ
と
、
巫
女
は
珠
数
を
爪
繰
り
な
が
ら
、
呪
文
を
唱
へ
る
。
や
が
て
、
そ
の
霊
が
巫
女
に
う
ち
り

（

ま

ま

）

、
亡
霊
の
代
弁
と
し
て
、

色
々
の
伝
言
を
な
す
の
で
あ
る
。
然
か
も
、
之
は
予
言
を
為
す
に
止
ま
ら
ず
、
亡
霊
の
消
息
を
伝
へ
る
と
こ
ろ
が
前
者
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
２
４

。 

  

オ
シ
ラ
サ
マ
と
の
関
係
で
イ
タ
コ
を
取
り
上
げ
て
い
る
点
は
笹
澤
と
同
様
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
神
事
に
当
た
る
「
お
し
ら
あ
そ
び
」
と
共
に
、
死
者
儀
礼

に
当
た
る
「
口
寄
せ
」
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
佐
井
尋
常
高
等
小
学
校
の
『
郷
土
調
査
』
（
一
九
三
六
年
） 

に
も
「
一
ヶ
年
一
度
「
イ
タ
コ
」
ノ
口
ヨ
セ
ト
云
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フ
事
ヲ
執
フ
」
（
字
磯
谷
）
２
５

と
の
記
述
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
口
寄
せ
も
ま
た
イ
タ
コ
の
主
要
な
商
売
と
し
て
下
北
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
た
の

だ
ろ
う
。
と
は
言
え
、
死
者
の
魂
と
い
う
対
象
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
ら
の
項
目
に
恐
山
と
の
関
わ
り
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
本
誌
の
場
合
に
も
〈
恐
山
信

仰
〉
と
〈
イ
タ
コ
〉
と
は
各
々
独
立
に
文
化
の
領
域
を
築
い
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
介
入
す
る
前
段
階
の
〈
恐
山
信
仰
〉
に
お
い
て
、
人
々
と
死
者
を
筆
頭
と
す
る
超
自
然
的
領
域
と
の
媒
介
作
用
の
源
泉

は
、
偏
に
恐
山
と
い
う
場
の
霊
性
に
帰
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
〈
自
文
化
〉
の
在
り
様
に
対
し
、《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
と
い
う
他
者
の
ま
な
ざ
し

は
、
一
体
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
。 

 

第
三
節 

他
者
の
ま
な
ざ
し
と
〈
恐
山
信
仰
〉
の
再
編 

 

１ 

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
ま
な
ざ
し
と
〈
恐
山
信
仰
〉
の
再
編 

 

昭
和
一
〇
年
代
に
よ
う
や
く
体
を
成
し
て
き
た
と
み
ら
れ
る
恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
は
、
戦
死
者
の
増
加
と
い
う
時
勢
を
背
景
に
急
成
長
を
遂
げ
、
一
九
五
〇

年
代
の
段
階
で
、
既
に
当
地
の
死
者
儀
礼
と
し
て
一
定
の
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
た
。
恐
山
の
大
祭
が
年
々
参
加
者
を
増
や
し
、
そ
の
活
況
を
地
方
紙
が

写
真
付
き
で
報
じ
て
い
た
当
時
の
状
況
を
考
え
れ
ば
、
当
地
の
イ
タ
コ
マ
チ
が
全
国
規
模
の
報
道
機
関
の
目
に
留
ま
る
の
は
時
間
の
問
題
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

こ
う
し
て
一
九
五
〇
年
代
末
に
激
し
い
報
道
合
戦
が
展
開
さ
れ
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
高
い
知
名
度
を
誇
っ
た
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
だ
っ
た
が
、
マ
ス
・
メ

デ
ィ
ア
を
介
し
た
表
象
の
普
及
は
大
衆
文
化
領
域
内
の
変
化
に
止
ま
ら
ず
、
恐
山
の
実
態
を
も
一
変
さ
せ
た
。
例
え
ば
、
一
九
五
九
年
の
大
祭
に
参
与
し
た
Ｃ
・

ブ
ラ
ッ
カ
ー
は
、
当
時
の
様
子
を
述
べ
る
に
際
し
、
次
の
注
記
を
行
っ
て
い
る
。 

 

こ
こ
に
記
述
し
た
光
景
は
筆
者
が
一
九
五
九
年
に
見
学
し
た
も
の
だ
が
、
現
在
で
は
見
ら
れ
な
い
。
翌
年
、
こ
の
行
事
は
テ
レ
ビ
中
継
に
値
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
数
分
間
全
国
に
放
映
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
イ
タ
コ
の
集
い
は
今
や
観
光
客
の
注
目
の
的
と
な
り
、
雰
囲
気
は
メ
デ
ィ
ア
と
機
械
に
占

領
さ
れ
て
し
ま
っ
た
２
６

。 
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一
九
六
〇
年
代
以
降
の
恐
山
の
現
実
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
構
築
す
る
疑
似
的
現
実
と
の
交
渉
の
中
に
存
在
し
て
き
た
と
述
べ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
れ

は
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
恐
山
を
語
る
以
上
、
そ
の
語
り
手
が
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
と
の
対
峙
を
免
れ
得
な
か
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
他
者
の
ま
な
ざ
し
を

経
由
し
た
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
の
価
値
形
成
を
通
じ
て
、
〈
恐
山
信
仰
〉
の
領
域
を
再
規
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。 

管
見
の
限
り
、〈
恐
山
信
仰
〉
の
中
に
イ
タ
コ
を
位
置
づ
け
る
テ
ク
ス
ト
の
初
出
と
し
て
は
、
む
つ
市
議
会
委
員
を
務
め
た
佐
藤
鉄
蔵
の
「
恐
山
と
イ
ダ
コ
」

が
挙
げ
ら
れ
る
。
現
状
、
本
稿
は
青
森
県
立
図
書
館
に
し
か
所
蔵
が
認
め
ら
れ
な
い
う
え
に
、
論
考
の
複
写
の
み
が
保
存
さ
れ
て
い
る
状
況
の
た
め
、
正
確
な

出
版
年
や
掲
載
紙
は
定
か
で
な
い
。
た
だ
し
、
文
末
に
は
「
昭
和
三
十
六
年
七
月
」
の
日
付
が
あ
り
、
表
題
に
付
さ
れ
た
「
東
北
電
力
む
つ
営
業
所
」
の
語
よ

り
東
北
電
力
の
関
連
紙
に
掲
載
さ
れ
た
と
の
推
測
が
成
り
立
つ
。 

「
恐
山
と
イ
ダ
コ
」
で
注
視
さ
れ
る
の
は
、
「
イ
ダ
コ
」
を
語
る
に
際
し
て
の
契
機
で
あ
る
。
「
恐
山
」
と
「
イ
ダ
コ
」
と
が
並
置
さ
れ
る
表
題
に
反
し
、
論

考
は
冒
頭
で
恐
山
の
歴
史
に
触
れ
た
後
、「
イ
ダ
コ
」
の
記
述
に
終
始
す
る
。
こ
の
契
機
と
し
て
佐
藤
が
切
り
出
す
の
は
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
が
寄
せ
る
恐
山
の

イ
タ
コ
マ
チ
へ
の
関
心
と
、
具
体
例
に
相
応
す
る
多
摩
芸
術
学
園
映
画
科
一
行
と
自
身
と
の
交
遊
録
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
時
点
で
の
イ
タ
コ
マ
チ
の
盛
況

ぶ
り
を
想
起
す
れ
ば
、
そ
れ
が
「
自
文
化
」
の
域
に
上
っ
て
来
る
の
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
原
動
力
が
文
化
の
〝
内
〟
で
は

な
く
〝
外
〟
に
あ
っ
た
事
実
は
、
「
自
文
化
」
の
相
対
性
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
。
つ
ま
り
、
〈
恐
山
信
仰
〉
に
「
イ
タ
コ
」
を
生
み
出
し
た
の
は
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
と
い
う
名
の
他
者
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
、〈
恐
山
信
仰
〉
に
お
け
る
生
者
と
死
者
と
の
媒
介
主
体
は
、
恐
山
か
ら
イ
タ
コ
へ
と
移
行
し
た
こ
と
に
な

ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
他
者
の
ま
な
ざ
し
に
起
因
し
た
「
自
文
化
」
の
発
見
と
い
う
、「
文
化
の
客
体
化
」
の
モ
デ
ル
的
状
況
が
あ
り
あ
り
と
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。 

と
は
言
え
、
事
態
は
単
純
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
、
恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
に
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
た
他
者
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
み
で
は

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

２ 

〈
恐
山
信
仰
〉
の
再
編
と
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
ま
な
ざ
し 

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
同
時
期
に
当
地
の
イ
タ
コ
マ
チ
に
注
目
し
始
め
た
他
者
、
そ
れ
は
民
俗
学
や
宗
教
学
、
精
神
医
学
を
筆
頭
と
す
る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
領
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域
で
あ
っ
た
。
海
軍
基
地
の
設
置
に
伴
い
、
地
域
に
関
す
る
情
報
が
軍
事
機
密
と
さ
れ
た
過
去
を
持
つ
下
北
半
島
に
あ
っ
て
、
恐
山
の
研
究
が
本
格
化
し
た
の

は
、
戦
後
、
一
九
五
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
東
北
大
学
主
導
の
綜
合
研
究
「
東
北
地
方
に
お
け
る
呪
術
と
宗
教
の
機
能
と
形
態
」（
一
九
五
一
‐
五
三
年
）
や
、

順
天
堂
大
学
医
学
部
精
神
神
経
科
学
教
室
の
「
シ
ャ
マ
ン
」
調
査
（
一
九
五
五
‐
六
〇
年
）
を
嚆
矢
と
し
て
２
７

、
当
地
の
イ
タ
コ
マ
チ
に
関
す
る
研
究
は
一
九

六
〇
年
代
を
通
じ
て
増
加
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
学
界
内
外
に
最
も
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
は
、
お
そ
ら
く
九
学
会
連
合
に
よ
る
共
同
調
査
だ
ろ
う
。 

複
数
学
会
の
共
同
研
究
団
体
で
あ
る
九
学
会
連
合
は
、
一
九
五
〇
年
‐
五
一
年
に
行
わ
れ
た
対
馬
で
の
共
同
調
査
を
皮
切
り
に
、
能
登
、
奄
美
、
佐
渡
と
フ

ィ
ー
ル
ド
調
査
を
重
ね
、
続
く
対
象
に
選
出
さ
れ
た
下
北
半
島
の
調
査
を
一
九
六
三
年
に
開
始
し
た
。
初
期
の
三
調
査
を
跡
付
け
た
坂
野
徹
は
、
九
学
会
連
合

の
調
査
に
対
す
る
社
会
的
関
心
の
高
さ
、
と
り
わ
け
、
対
象
と
な
っ
た
地
域
に
お
け
る
関
心
の
高
さ
を
指
摘
し
て
い
る
が
２
８

、
こ
れ
は
下
北
の
場
合
も
例
外
で

は
な
く
、
青
森
県
の
ロ
ー
カ
ル
紙
で
あ
る
『
東
奥
日
報
』
が
連
合
の
動
向
を
伝
え
て
い
る
。 

九
学
会
連
合
に
よ
る
下
北
調
査
は
、
恐
山
信
仰
の
解
明
に
飛
躍
的
な
進
展
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
任
に
当
た
っ
た
の
は
、
東
北
大
学
の
総
合
研
究
で
一
九
五

一
年
よ
り
恐
山
の
調
査
を
行
っ
て
き
た
、
宗
教
学
者
の
楠
正
弘
で
あ
る
。
楠
は
、
一
九
六
七
年
の
最
終
報
告
書
『
下
北
―
自
然
・
文
化
・
社
会
』
」
に
「
下
北
の

宗
教
」
を
執
筆
し
た
後
、
翌
年
に
同
名
の
単
著
を
刊
行
、
一
九
八
四
年
に
は
増
補
改
訂
版
に
当
た
る
『
庶
民
信
仰
の
世
界
』
を
上
梓
し
た
。
「
現
世
祈
祷
」
「
死

者
供
養
」「
湯
治
」
か
ら
成
る
恐
山
信
仰
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
本
書
に
お
い
て
、
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
は
死
者
供
養
を
担
う
儀
礼
の
一
つ
と
し
て
、
当
地
の
信

仰
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。 

一
方
、
時
を
同
じ
く
し
て
活
発
化
し
た
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
は
、
イ
タ
コ
と
い
う
宗
教
者
へ
の
着
目
か
ら
、
彼
ら
が
営
む
巫
業
の
一
形
態
と
し
て
恐
山
の

イ
タ
コ
マ
チ
を
取
り
上
げ
た
。
そ
の
代
表
は
桜
井
徳
太
郎
が
手
掛
け
た
一
連
の
研
究
で
あ
り
、
恐
山
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
一
九
七
四
年
・
七
七
年
刊
行
の

『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
（
上
巻
・
下
巻
）
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
桜
井
の
協
力
者
で
あ
っ
た
高
松
敬
吉
は
『
巫
俗
と
他
界
観
に
関
す
る
民
俗
学
的
研
究
』

（
一
九
八
三
年
）
を
ま
と
め
、
巫
俗
と
他
界
観
の
探
究
を
通
じ
て
下
北
半
島
の
民
間
信
仰
の
把
握
を
試
み
て
い
る
。 

こ
う
し
た
粗
描
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
を
競
っ
て
報
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
は
、
奇
し
く
も
、
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
が
そ
れ
を
注
視
し
始
め
た
時
期
に
重
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
五
〇
年
代
以
降
の
恐
山
と
は
、
イ
タ
コ
マ
チ
と
い
う
対
象
を
め
ぐ
っ
て
、
二
つ
の
他

者
の
ま
な
ざ
し
が
交
錯
す
る
場
で
あ
っ
た
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
ま
な
ざ
し
を
契
機
と
し
た
〈
恐
山
信
仰
〉
の
再
編
は
、
こ
の
も
う
一
つ
の
他
者
の
ま
な
ざ
し
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と
の
関
わ
り
の
中
に
成
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

 

第
四
節 

自
己
規
定
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
（
一
）
―
〝
自
文
化
で
な
い
も
の
〟
と
し
て
の
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
― 

  

〈
恐
山
信
仰
〉
再
編
の
具
体
相
に
目
を
向
け
た
場
合
、
そ
の
方
向
性
は
、
語
り
手
が
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
に
付
与
す
る
価
値
に
よ
っ
て
二
分
さ
れ
る
。
一
つ

は
、
恐
山
の
イ
タ
コ
に
対
し
て
「
自
文
化
」
に
つ
な
が
る
価
値
を
見
出
し
、
こ
れ
を
恐
山
信
仰
の
中
に
肯
定
的
に
位
置
付
け
て
い
く
よ
う
な
方
向
性
。
も
う
一

つ
は
、
恐
山
の
イ
タ
コ
を
「
自
文
化
」
と
見
な
す
こ
と
に
否
定
的
で
、
こ
れ
を
〝
恐
山
信
仰
で
な
い
も
の
〟
と
捉
え
る
よ
う
な
方
向
性
で
あ
る
。
本
章
で
は
ま

ず
後
者
の
立
場
に
注
目
し
、
立
花
勇
と
笹
澤
魯
羊
の
言
説
か
ら
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
自
己
規
定
に
際
し
て
の
戦
略
を
確
認
し
た
い
。 

 

１ 

立
花
勇
「
恐
山
信
仰
」
（
む
つ
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
む
つ
市
史 

民
俗
編
』
む
つ
市
、
一
九
八
六
年
） 

 

否
定
派
の
立
場
か
ら
話
を
始
め
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
通
時
的
・
共
時
的
関
係
性
の
点
に
鑑
み
て
、
そ
も
そ
も
恐
山
と
イ
タ
コ
と
の
結
び
付
き
は
強
固
な

も
の
で
は
な
い
。
イ
タ
コ
が
恐
山
に
来
る
の
は
祭
典
時
に
限
ら
れ
る
う
え
、
彼
ら
の
巫
業
は
数
あ
る
宗
教
儀
礼
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
霊
場
管
理
者

た
る
菩
提
寺
と
イ
タ
コ
と
は
、
場
所
の
貸
借
で
接
点
を
有
す
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
通
時
的
に
見
て
も
、
当
地
に
イ
タ
コ
マ
チ
が
地
位
を
確
立
し
た
時
期
は
、

昭
和
一
〇
年
代
を
遡
ら
な
い
だ
ろ
う
。
畢
竟
、
恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
は
、
そ
れ
を
恐
山
信
仰
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
く
に
は
困
難
の
多
い
事
象
で
あ
っ
た
。 

 

そ
う
し
た
実
態
を
踏
ま
え
、
恐
山
の
イ
タ
コ
を
「
自
文
化
」
と
す
る
こ
と
に
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
た
の
が
、
在
地
の
民
俗
研
究
者
・
立
花
勇
（
一
九
二
八
‐

一
九
九
五
）
で
あ
る
。
今
回
取
り
上
げ
る
「
恐
山
信
仰
」
は
『
む
つ
市
史 

民
俗
編
』
に
収
録
さ
れ
た
項
目
の
一
つ
で
あ
る
が
、
驚
く
こ
と
に
、
本
書
の
全
項

目
は
立
花
一
人
の
手
で
執
筆
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
地
方
史
」
や
「
地
域
史
」
と
称
さ
れ
る
戦
後
の
営
み
が
、
主
観
性
を
孕
む
旧
来
の
郷
土
史
的
営
為
に
対
す
る
批
判
の
下
に
成
立
し
て
き
た
経
緯
を
考
え
れ

ば
、
当
該
テ
ク
ス
ト
に
自
己
表
象
の
評
価
を
下
す
の
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
立
花
が
提
示
し
た
「
厳
し
い
風
土
と
自
然
条
件
の
下
で
営
々
と
額

に
汗
し
、
働
き
、
自
ら
の
生
活
文
化
を
つ
く
り
あ
げ
、
そ
れ
を
後
世
に
伝
承
さ
せ
て
き
た
祖
先
た
ち
の
生
活
と
文
化
と
生
き
方
を
今
一
度
見
直
し
す
る
」
２
９

と
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い
う
「
『
む
つ
市
史
』
編
さ
ん
の
意
味
」
や
、
テ
ク
ス
ト
に
内
在
す
る
あ
る
種
の
主
張
性
は
、
本
書
に
備
わ
る
自
己
表
象
的
性
格
を
示
唆
し
て
い
る
。 

 

恐
山
信
仰
の
概
要
を
述
べ
た
導
入
部
（
「

（ 1）
恐
山
と
恐
山
信
仰
」
）
は
、
そ
の
多
く
を
む
つ
市
文
化
財
審
議
委
員
会
初
代
委
員
長
の
言
葉
と
楠
正
弘
『
庶
民
信

仰
の
世
界
』
か
ら
の
引
用
が
占
め
て
お
り
、
と
り
わ
け
後
者
は
、
第
一
部
・
第
一
章
の
冒
頭
か
ら
二
頁
半
に
わ
た
っ
て
長
文
の
抜
粋
が
な
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ

て
、
立
花
自
身
の
記
述
は
数
行
に
と
ど
ま
る
わ
け
だ
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
彼
が
引
用
に
与
え
た
文
脈
で
あ
る
。 

抜
粋
さ
れ
た
楠
ら
の
文
章
は
、
い
ず
れ
も
、
現
世
祈
祷
と
死
者
供
養
が
入
り
混
じ
る
恐
山
信
仰
の
多
様
性
を
的
確
に
言
い
表
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
立
花
が

こ
れ
ら
の
引
用
に
付
与
し
た
役
割
、
そ
れ
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
構
成
し
た
恐
山
表
象
を
否
定
す
る
た
め
の
論
拠
で
あ
る
。
先
行
す
る
楠
ら
の
言
説
を
基
に
、

立
花
は
《
恐
山
の
イ
タ
コ
／
恐
山
＝
イ
タ
コ
》
を
含
め
三
つ
の
大
衆
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
否
定
し
て
い
く
。 

 

マ
ス
コ
ミ
は
恐
山
信
仰
を
、
原
始
信
仰
や
未
開
信
仰
と
け
ん
伝
し
た
り
、
恐
山
を
死
者
の
山
と
し
た
り
、
地
蔵
堂
を
イ
タ
コ
寺
と
し
、
あ
た
か
も
イ
タ
コ

が
昔
か
ら
恐
山
信
仰
に
付
随
し
た
も
の
の
よ
う
に
伝
え
た
り
し
て
き
た
。 

し
か
し
、
恐
山
信
仰
は
（
中
略
）
庶
民
の
側
か
ら
す
る
と
豊
作
を
祈
る
現
世
祈
祷
と
、
死
者
供
養
と
湯
治
を
柱
と
す
る
具
体
的
な
機
能
に
よ
る
信
仰
で

あ
り
、
（
中
略
）
巫
女
が
恐
山
大
祭
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
そ
の
歴
史
は
浅
く
、
国
鉄
大
湊
線
が
開
通
後
の
大
正
末･

昭
和
初
期
こ
ろ
か
ら
と

い
わ
れ
、
現
在
み
ら
れ
る
よ
う
に
夏
の
恐
山
大
祭
に
数
十
人
も
の
イ
タ
コ
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
戦
後
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
採
り
上
げ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
３
０ 

  

《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
に
焦
点
を
絞
れ
ば
、
こ
こ
で
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
表
象
客
体
の
選
択
／
捨
象
に
伴
う
恐
山
と
イ
タ
コ
と
の
癒
着
で
あ
り
、

こ
れ
を
立
花
は
、
恐
山
信
仰
の
多
様
性
と
イ
タ
コ
マ
チ
の
歴
史
と
い
う
観
点
か
ら
否
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
当
該
テ
ク
ス
ト
に
存
在
す
る
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ

ア
の
ま
な
ざ
し
と
文
化
実
態
と
の
ズ
レ
に
対
す
る
申
し
立
て
」
と
い
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、
恐
山
と
イ
タ
コ
と
の
通
時
的
・
共
時
的
な
関
係
の
〝
希
薄
さ
〟

に
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
イ
タ
コ
を
恐
山
信
仰
の
外
側
に
置
く
よ
う
な
ベ
ク
ト
ル
で
作
用
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
領
域
で
形
成
さ
れ
た
楠

の
言
説
は
、
こ
う
し
た
自
己
表
象
の
企
て
の
内
に
図
ら
ず
も
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 
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以
上
の
よ
う
な
自
己
規
定
の
戦
略
性
は
、
「

（７）
恐
山
と
イ
タ
コ
の
関
係
」
に
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
文
字
通
り
、
恐
山
と
イ
タ
コ
と
の
関
係
を
言
明
す
る

本
章
は
、
ま
さ
に
イ
タ
コ
の
布
置
を
通
じ
た
〈
恐
山
信
仰
〉
の
再
規
定
を
実
行
す
る
点
に
お
い
て
、
本
論
の
問
題
意
識
上
、
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

る
。
で
は
、
イ
タ
コ
の
価
値
付
け
に
際
し
、
い
か
な
る
戦
略
が
用
い
ら
れ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
も
ま
た
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
形
成
す
る
表
象
へ
の
反
論
と

い
う
手
段
で
あ
っ
た
。 

 

昭
和
三
十
年
代
以
降
、
恐
山
の
祭
典
が
テ
レ
ビ
等
の
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
恐
山
を
「
イ
タ
コ
寺
」
と

よ
ぶ
人
が
あ
る
。
（
中
略
） 

だ
が
、
実
際
に
は
、
イ
タ
コ
は
七
月
二
十
日
か
ら
二
十
四
日
へ
か
け
て
の
夏
の
大
祭
期
間
中
わ
ず
か
四
日
間
の
み
、
恐
山
に
来
る
だ
け
で
あ
り
、
恐
山

の
死
の
儀
礼
に
わ
ず
か
に
か
か
わ
る
に
す
ぎ
な
い
。
３
１ 

 

こ
の
起
点
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
反
論
の
標
的
に
定
め
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
先
と
同
様
「
恐
山
と
イ
タ
コ
と
の
癒
着
」
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
恐
山
信

仰
の
多
様
性
と
イ
タ
コ
マ
チ
の
歴
史
に
「
寺
院
と
イ
タ
コ
と
の
関
係
」
を
加
え
た
三
つ
の
観
点
か
ら
、
よ
り
具
に
イ
メ
ー
ジ
の
否
定
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
加

え
て
、
本
文
中
で
展
開
さ
れ
る
著
者
自
身
の
調
査
に
依
拠
し
た
反
論
は
、
楠
ら
の
言
説
を
用
い
た
導
入
部
に
〝
客
観
性
〟
の
役
を
負
わ
せ
る
と
共
に
、
そ
れ
と

の
相
乗
効
果
に
よ
り
否
定
の
重
層
化
に
成
功
し
て
い
る
。 

 

と
は
言
え
、
立
花
も
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
ま
な
ざ
し
に
全
く
理
解
を
示
し
て
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
一
連
の
反
論
を
終
え
た
後
、
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
が
恐
山

大
祭
で
重
要
な
機
能
を
果
た
す
現
状
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
共
時
的
根
拠
に
依
る
反
証
を
許
容
し
つ
つ
も
、
彼
が
文
末
で
読
者
に
求
め
て
い
る
「
理
解
」

と
は
、
あ
く
ま
で
通
時
的
観
点
に
立
脚
し
た
イ
タ
コ
と
恐
山
信
仰
と
の
分
離
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

恐
山
信
仰
に
お
い
て
、
死
の
儀
礼
と
も
い
う
べ
き
夏
の
大
祭
に
、
現
在
は
イ
タ
コ
が
大
き
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
り
、
そ
の

か
か
わ
り
は
今
後
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
い
く
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
い
ま
こ
こ
で
は
、
イ
タ
コ
の
恐
山
信
仰
と
の
か
か
わ
り
は
決
し
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て
古
く
か
ら
あ
る
の
で
は
な
く
、
戦
後
、
昭
和
三
十
年
代
以
降
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
恐
山
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
本
格
化
し

た
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
え
れ
ば
よ
い
。
３
２ 

 

２ 

笹
澤
魯
羊
『
下
北
半
嶋
史
』
『
宇
曽
利
百
話
』
（
下
北
郷
土
会
） 

 

イ
タ
コ
へ
の
積
極
的
な
言
及
を
も
っ
て
〈
恐
山
信
仰
〉
を
規
定
し
て
い
っ
た
の
が
立
花
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
と
真
逆
の
方
法
を
取
っ
た
の
が
笹
澤
魯
羊
で
あ

る
。
戦
前
の
偉
業
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
笹
澤
の
郷
土
史
に
対
す
る
熱
意
は
戦
後
も
衰
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
新
聞
統
制
令
に
よ
る
『
下
北
新
報
』

の
廃
刊
後
に
大
畑
町
長
を
務
め
た
笹
澤
は
、
一
九
四
六
年
に
公
職
追
放
の
憂
き
目
に
遭
う
。
こ
の
間
に
旧
稿
を
改
め
て
編
纂
さ
れ
た
の
が
『
宇
曽
利
百
話
』
と

『
下
北
半
嶋
史
』
で
あ
り
、
民
俗
編
と
歴
史
編
と
し
て
対
を
な
す
両
書
は
「
合
せ
れ
ば
〝
下
北
郷
土
史
百
科
全
書
〟
で
あ
ろ
う
」
３
３

と
評
さ
れ
る
ほ
ど
の
大
著

で
あ
っ
た
。 

 

笹
澤
の
著
作
に
顕
著
な
改
版
は
本
書
に
お
い
て
も
健
在
で
、
『
宇
曽
利
百
話
』
は
一
九
五
三
年
に
初
版
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
第
三
版
ま
で
、
『
下
北
半
嶋
史
』

は
一
九
五
二
年
に
初
版
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
第
四
版
ま
で
、
増
補
改
訂
版
が
上
梓
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
計
七
冊
に
も
上
る
こ
れ
ら
の
著
作
の
中
に
、「
恐

山
の
イ
タ
コ
」
へ
の
言
及
は
殆
ど
見
当
た
ら
な
い
。 

前
者
に
関
し
て
言
え
ば
、
『
宇
曽
利
百
話
』
に
は
「
恐
山
五
題
」
と
い
う
項
目
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
「
恐
山
の
伝
承
」
と
し
て
死
者
に
ま
つ
わ

る
恐
山
信
仰
を
扱
っ
て
い
る
。
だ
が
、
当
項
目
に
記
さ
れ
る
伝
承
は
、
あ
く
ま
で
〝
場
の
霊
性
を
介
し
た
〟
死
者
と
の
邂
逅
と
い
う
、
戦
前
の
著
作
と
何
ら
変

わ
り
の
な
い
、
イ
タ
コ
不
在
の
邂
逅
譚
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、「
巫
女
（
い
た
こ
）
」
に
対
す
る
言
及
は
、
や
は
り
「
お
し
ら
神
」
の
項
目
で
な
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
『
下
北
半
嶋
史
』
の
場
合
に
も
、
「
宇
曽
利
山
地
蔵
堂
」
（
恐
山
）
の
項
目
が
設
け
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
初
版
か
ら
一
九
六
二
年
の
第
三
版
に
至

る
ま
で
の
当
該
項
目
に
、「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
本
編
中
に
記
載
が
無
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
平
野
産
業
経
済
研
究
所
・
坂
本
功
の
寄
せ
た

序
文
（
第
三
版
）
が
、
恐
山
を
「
い
た
こ
の
口
寄
の
地
」
と
語
っ
て
い
る
状
況
は
、
笹
澤
の
ま
な
ざ
し
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
牽
引
す
る
同
時
代
的
な
そ
れ
と

の
ズ
レ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。 

笹
澤
が
描
く
〈
恐
山
信
仰
〉
に
イ
タ
コ
が
全
く
も
っ
て
不
在
か
と
言
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
登
場
す
る
の
は
、『
下
北
半
嶋
史
』



297 

 

の
第
四
版
、
た
だ
一
度
き
り
で
あ
る
。『
下
北
半
嶋
史
（
改
訂
四
版
）
』
は
、《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
ブ
ー
ム
の
真
っ
只
中
に
あ
っ
た
一
九
六
六
年
に
刊
行
さ
れ
、
本

書
に
至
っ
て
遂
に
イ
タ
コ
へ
の
言
及
が
表
れ
る
。
だ
が
、
満
を
持
し
て
登
場
し
た
そ
の
記
述
は
驚
く
ほ
ど
短
く
、
淡
白
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

明
治
三
十
年
頃
、
祭
礼
の
日
に
登
山
し
た
幸
田
露
伴
の
紀
行
文
に
も
、
白
衣
の
修
行
者
や
乞
食
、
物
貰
ひ
の
者
が
諸
方
か
ら
集
ま
つ
た
と
あ
る
。
い
た
こ

は
前
に
は
居
ら
な
か
つ
た
。
い
た
こ
の
口
寄
せ
風
景
は
、
戦
後
言
論
の
解
放
か
ら
来
た
一
現
象
で
あ
る
。
３
４ 

  

恐
山
の
イ
タ
コ
を
め
ぐ
っ
て
外
部
の
動
き
が
顕
著
と
な
る
の
が
一
九
六
〇
年
前
後
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
一
九
五
〇
年
代
に
書
か
れ
た
著
作
に
見
る

「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
の
不
在
は
、
さ
ほ
ど
不
自
然
な
状
況
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
が
以
降
に
出
版
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
も
継
続
し
て
い
る
と
な
れ
ば
、

話
は
別
で
あ
る
。
恐
山
の
景
観
を
も
変
貌
さ
せ
た
一
連
の
変
化
を
、
笹
澤
が
見
過
ご
し
て
い
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
事
実
、
む
つ
市
大
畑
公
民
館
・
笹
澤
魯
羊

資
料
室
に
所
蔵
さ
れ
た
彼
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
（
新
聞
記
事
の
切
り
抜
き
を
張
り
付
け
た
も
の
）
に
は
、
恐
山
の
観
光
地
化
や
九
学
会
連
合
の
調
査
等
を
報

じ
た
『
東
奥
日
報
』
の
記
事
が
確
認
さ
れ
（
写
真

11
‐

1
、
11
‐

2
）
、
こ
こ
に
は
当
然
の
如
く
イ
タ
コ
に
関
す
る
言
及
も
内
包
さ
れ
て
い
た
３
５

。
し
た
が
っ

て
、
右
に
述
べ
た
六
〇
年
代
以
降
の
著
作
に
見
る
特
徴
と
は
、
他
者
の
ま
な
ざ
し
の
下
に
構
築
さ
れ
た
自
己
表
象
、
す
な
わ
ち
、
他
者
の
ま
な
ざ
し
に
応
答
し

た
笹
澤
の
意
思
表
示
と
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

で
は
、
笹
澤
の
意
思
と
は
何
か
。
こ
れ
を
推
察
す
る
に
あ
た
っ
て
指
針
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
笹
澤
と
交
流
を
有
し
た
八
戸
の
郷
土
史
家
・
小
井
川
潤
次

郎
（
一
八
八
八
‐
一
九
七
四
）
の
言
葉
で
あ
る
。
一
九
六
九
年
七
月
二
〇
日
の
『
読
売
新
聞
（
朝
刊
）
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
恐
山
の
巫
女
」
と
い
う
記
事
で
、
小

井
川
は
次
の
よ
う
な
発
言
を
行
っ
て
い
る
。 

 

（
論
者
注
：
大
祭
に
は
二
、
三
度
行
っ
た
が
）
恐
山
と
巫
女
（
い
た
こ
）
と
は
、
も
と
も
と
無
縁
の
も
の
と
思
っ
て
い
た
の
は
、
私
の
頭
に
、
巫
女
が
な

か
っ
た
た
め
だ
っ
た
ろ
う
か
。
（
中
略
）
オ
シ
ラ
サ
マ
と
巫
女
と
は
別
な
も
の
だ
が
、
巫
女
の
「
春
祈
祷
（
き
と
う
）
」
の
中
で
は
オ
シ
ラ
サ
マ
が
大
き
い 
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写真 11‐1  笹澤魯羊のスクラップブック  

 

写真 11‐2  笹澤魯羊のスクラップブック  
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一
つ
の
存
在
だ
っ
た
。
下
北
半
島
の
巫
女
―
恐
山
の
巫
女
を
あ
ま
り
大
き
く
考
え
な
い
の
も
そ
の
た
め
だ
っ
た
。 

  

つ
ま
り
、
小
井
川
の
認
識
に
お
け
る
イ
タ
コ
は
恐
山
と
結
び
付
き
を
有
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
「
商
売
」
に
し
て
も
、
オ
シ
ラ
サ
マ
祭
祀
の
方
が
、
恐
山
に
代

表
さ
れ
る
イ
タ
コ
マ
チ
よ
り
も
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
認
識
と
笹
澤
が
描
く
自
己
像
と
の
符
号
は
、
決
し
て
偶
然
の
産
物
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
小
井
川
と
笹
澤
は
共
に
明
治
期
に
生
ま
れ
、
戦
前
よ
り
長
ら
く
郷
土
の
文
化
に
関
心
を
持
っ
て
き
た
人
物
で
あ
り
、
こ
の
来
歴
を
考
慮
す
る
な

ら
ば
、
戦
後
に
規
模
を
拡
大
し
た
恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
に
対
す
る
前
掲
の
認
識
に
も
納
得
が
い
く
。 

 

以
上
の
事
柄
を
踏
ま
え
た
う
え
で
表
象
を
構
成
し
た
意
思
を
推
し
量
れ
ば
、
笹
澤
は
自
他
の
ま
な
ざ
し
を
通
じ
て
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
を
認
識
し
て
は
い
た

も
の
の
、
そ
れ
を
恐
山
信
仰
の
一
部
と
捉
え
て
は
い
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
笹
澤
に
と
っ
て
の
恐
山
信
仰
と
は
、
あ
く
ま
で
場
の
霊
性
を
介
し
て
死

者
と
の
交
流
が
果
た
さ
れ
る
事
象
で
あ
り
、「
オ
シ
ラ
サ
マ
の
祭
祀
者
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
イ
タ
コ
と
は
別
個
の
存
在
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
彼
が
描
く
〈
自
文

化
〉
の
領
域
に
お
い
て
は
、
戦
前
に
形
成
さ
れ
た
〝
イ
タ
コ
の
い
な
い
自
己
像
〟
が
、
一
九
五
〇
年
代
以
降
も
維
持
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、

戦
前
と
差
異
の
無
い
こ
れ
ら
の
像
が
、
他
者
の
ま
な
ざ
し
と
の
関
係
の
中
で
選
び
取
ら
れ
た
像
で
あ
る
事
実
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。 

 

同
時
代
的
な
動
向
よ
り
考
え
て
、
『
下
北
半
島
史
（
改
訂
四
版
）
』
に
加
え
ら
れ
た
恐
山
の
イ
タ
コ
に
関
す
る
記
述
は
、
他
者
の
ま
な
ざ
し
を
受
け
て
〝
や
む

な
く
〟
付
加
さ
れ
た
文
章
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
や
む
を
得
な
い
加
筆
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
他
者
の
ま
な
ざ
し
が
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
を
〈
自
文
化
〉

の
俎
上
に
載
せ
る
原
動
力
と
な
る
こ
と
の
証
左
と
も
言
え
る
。 

  

第
五
節 

自
己
規
定
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
（
二
）
―
自
文
化
と
し
て
の
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
― 

  

否
定
派
の
論
理
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
恐
山
と
イ
タ
コ
と
の
結
び
付
き
は
通
時
的
・
共
時
的
い
ず
れ
の
場
合
に
も
決
し
て
強
固
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

で
は
、
恐
山
の
イ
タ
コ
を
恐
山
信
仰
の
内
に
位
置
付
け
て
い
っ
た
人
々
は
、
一
体
い
か
な
る
価
値
の
創
出
を
も
っ
て
前
掲
の
ウ
ィ
ー
ク
ポ
イ
ン
ト
を
克
服
し
て



300 

 

い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

ま
ず
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
ま
な
ざ
し
の
布
置
に
言
及
し
て
お
け
ば
、
最
終
的
に
は
「
恐
山
の
イ
タ
コ
の
肯
定
」
と
い
う
同
一
の
立
場
へ
行
き
着
く
に
も
拘

わ
ら
ず
、
こ
れ
に
対
す
る
評
価
は
意
外
に
も
二
分
さ
れ
て
い
る
。
差
異
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
は
各
々
の
着
目
点
で
、
一
方
が
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
の
膾
炙

に
伴
う
事
象
の
知
名
度
に
目
を
向
け
、
恐
山
の
現
状
と
し
て
受
け
入
れ
る
の
に
対
し
て
、
他
方
は
表
象
に
付
与
さ
れ
た
意
味
と
民
俗
文
化
の
実
態
と
の
ズ
レ
に

着
目
し
、
そ
の
否
定
を
通
じ
て
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
を
定
位
し
て
い
る
。
到
達
地
こ
そ
違
え
ど
、
後
者
の
や
り
方
が
前
章
で
立
花
が
取
っ
た
手
法
と
重
な
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
同
じ
対
象
と
対
峙
し
な
が
ら
も
、
そ
の
評
価
や
辿
り
着
く
価
値
が
語
り
手
ご
と
に
万
別
で
あ
る
様
は
、「
自
己
」
や
「
文
化
」
に
お
け

る
絶
対
的
価
値
の
不
在
を
あ
ら
た
め
て
明
示
す
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
ま
な
ざ
し
の
処
遇
に
は
異
同
が
あ
る
肯
定
派
だ
が
、
彼
ら
の
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
に
対
す
る
価
値
の
創
出
に
は
共
通
の

戦
略
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
で
は
、
森
勇
男
（
一
九
一
五
‐
二
〇
〇
四
）
の
著
作
を
参
考
に
そ
れ
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。 

 

下
北
郡
脇
野
沢
村
出
身
の
森
勇
男
は
、
教
育
に
尽
力
す
る
傍
ら
下
北
地
方
の
民
俗
を
研
究
し
、
多
数
の
著
作
を
残
し
た
。
そ
ん
な
彼
に
と
っ
て
最
大
の
関
心

事
だ
っ
た
の
が
、
恐
山
と
イ
タ
コ
で
あ
る
。
一
九
七
五
年
の
『
霊
場
恐
山
物
語
』
を
皮
切
り
に
、
森
は
恐
山
関
連
の
書
籍
を
計
一
一
冊
刊
行
し
て
お
り
、
全
て

の
著
作
に
お
い
て
イ
タ
コ
マ
チ
を
恐
山
信
仰
の
一
部
と
し
て
積
極
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
合
戦
が
始
ま
っ
た
一
九
六
〇
年
代

以
降
、
「
自
文
化
」
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
恐
山
と
共
に
イ
タ
コ
を
最
も
肯
定
的
に
語
っ
た
人
物
、
そ
れ
が
森
勇
男
で
あ
っ
た
。
『
霊
場
恐
山
物
語
』
が
一
九
九
五
年

の
時
点
で
第
一
〇
版
を
数
え
て
い
る
よ
う
に
、
森
の
著
作
は
地
域
内
外
に
一
定
の
影
響
力
を
有
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
卑
近
な
例
と
な
る
が
、
論
者
が
東

京
（
上
野
）
と
青
森
県
弘
前
市
内
の
古
書
店
で
購
入
し
た
『
霊
場
恐
山
物
語
』
と
『
南
部
霊
場
恐
山
由
来
と
伝
説
』（
一
九
八
一
年
）
と
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
霊
場

恐
山
の
入
山
券
と
む
つ
湾
フ
ェ
リ
ー
の
時
刻
表
と
が
挟
ま
っ
て
い
た
（
写
真

11
‐

3
、

11
‐

4
）
。 

森
の
テ
ク
ス
ト
を
参
照
し
た
場
合
、
そ
こ
に
は
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
の
価
値
形
成
に
際
し
、
二
つ
の
方
策
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
一
つ
は
、
現
在
の
恐

山
に
お
い
て
イ
タ
コ
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
着
目
す
る
方
法
で
、
共
時
的
な
宗
教
的
機
能
を
評
価
す
る
こ
の
や
り
方
は
、
歴
史
の
浅
さ
や
恐
山
と
の
限
定

的
な
関
係
性
と
い
っ
た
イ
タ
コ
マ
チ
の
ウ
ィ
ー
ク
ポ
イ
ン
ト
を
乗
り
越
え
る
に
あ
た
っ
て
、
最
善
の
策
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
森
を
始
め
多
く
の
論
者
が
力

を
注
ぐ
の
は
、
む
し
ろ
二
つ
目
に
挙
げ
ら
れ
る
「
日
本
文
化
の
古
型
の
保
存
」
を
主
張
す
る
方
法
で
あ
る
。 
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写真 11‐3  『霊場恐山物語』に挟まっていた入山券  

 

写真 11‐4  『南部霊場恐山由来と伝説』に挟まっていたフェリーの時刻表  
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要
点
を
先
に
述
べ
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
戦
略
は
一
見
す
る
と
矛
盾
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
〝
地
域
か
ら
の
逸
脱
〟
に
よ
っ
て
恐
山
の
イ
タ
コ
を
「
自
文

化
」
の
内
へ
と
取
り
込
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
と
い
う
特
定
の
事
例
を
、
「
イ
タ
コ
」
や
「
口
寄
せ
」
の
よ
う
な
よ
り
大
き
な
文
化
体
系

へ
と
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
、
そ
れ
を
さ
ら
に
大
き
な
「
日
本
文
化
」
の
通
時
的
流
れ
の
中
に
置
く
こ
と
で
価
値
を
創
出
す
る
方
法
で
あ
り
、
こ
の
時
、
下
北
地
方
に

立
脚
し
た
語
り
手
の
「
自
己
」
は
、
イ
タ
コ
の
成
立
基
盤
で
あ
る
東
北
地
方
、
そ
し
て
日
本
へ
と
拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

偏
に
「
日
本
文
化
」
と
は
言
う
も
の
、
実
際
の
運
用
に
あ
た
っ
て
持
ち
出
さ
れ
る
文
脈
は
語
り
手
や
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
様
々
だ
。
例
え
ば
、『
下
北
風
土
記
』

に
お
い
て
、
森
は
恐
山
の
イ
タ
コ
を
「
日
本
の
芸
能
」
の
文
脈
に
位
置
付
け
て
い
る
。 

 

森
勇
男
『
下
北
風
土
記
』
波
岡
書
店
、
一
九
七
六
年 

イ
タ
コ
の
口
寄
せ
も
そ
の
動
作
も
、
日
本
音
楽
の
原
点
を
さ
ぐ
る
大
切
な
糸
口
で
あ
る
。
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
、
巫
女
や
お
し
ら
様
の
祭
文
奏
上
が
、
や

が
て
街
頭
で
門
付
の
祭
文
語
り
と
な
り
、
信
仰
の
為
の
念
仏
三
昧
が
念
仏
踊
り
と
な
り
説
教
節
や
風
流
踊
り
へ
と
発
展
し
て
行
っ
た
日
本
の
芸
能
の
由
来

を
さ
ぐ
る
時
、
そ
こ
に
は
切
実
な
信
仰
に
基
づ
く
祈
り
や
口
説
き
か
ら
発
展
し
た
と
み
ら
れ
る
。
［
八
二
頁
］ 

  

ま
た
、「
日
本
の
芸
能
」
と
並
行
し
て
森
が
用
い
る
文
脈
と
し
て
は
、「
日
本
の
巫
女
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
と
同
様
、「
日
本
の
巫
女
」
も
ま
た
森
の
テ
ク

ス
ト
に
は
特
徴
的
な
文
脈
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
端
的
に
表
し
て
い
る
の
は
、
イ
タ
コ
研
究
の
集
大
成
と
も
言
う
べ
き
『
霊
場
恐
山
と
下
北
の
民
俗
』（
北
の
街
社
、

一
九
九
五
年
）
で
あ
ろ
う
。
文
献
上
に
見
る
昔
日
の
巫
女
を
「
神
代
の
巫
女

い

た

こ

」
と
「
上
代
王
朝
の
巫
女
（
イ
タ
コ
）
」
と
い
う
枠
組
み
で
整
理
し
、
こ
れ
を
恐
山

の
イ
タ
コ
へ
と
つ
な
げ
る
本
書
の
叙
述
は
、
ベ
ク
ト
ル
は
逆
な
も
の
の
、「
恐
山
の
イ
タ
コ
→
イ
タ
コ
→
日
本
の
巫
女
」
と
い
う
構
図
の
存
在
を
よ
く
示
し
て
い

る
。 

 

「
日
本
文
化
の
古
型
の
保
存
」
を
主
張
す
る
方
策
は
、
森
に
限
っ
て
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、〈
恐
山
信
仰
〉
を
語
る
他
の
人
々
の
テ
ク
ス
ト
中
に
も
確
認

す
る
こ
と
が
出
来
る
。
次
に
挙
げ
る
大
山
順
道
と
祐
川
法
幢
は
い
ず
れ
も
下
北
に
縁
の
あ
る
人
物
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
各
々
「
民
族
的
願
望
」
、
「
日
本
の
遊
芸

人
」
と
い
っ
た
文
脈
を
用
い
て
、
恐
山
の
イ
タ
コ
に
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
価
値
を
生
み
出
し
て
い
る
。 
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大
山
順
道
「
奥
州
恐
山
霊
場
」
森
勇
男
『
霊
場
恐
山
物
語
』
北
の
街
社
、
一
九
七
五
年 

古
文
書
に
よ
る
と
、
巫
女
は
そ
の
昔
、
社
会
的
存
在
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
素
性
を
見
て
も
高
貴
な
る
人
に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
（
中
略
）

こ
の
よ
う
に
遡
れ
ば
、
大
和
民
族
と
巫
女
と
の
関
係
は
濃
い
も
の
が
流
れ
て
い
る
。 

恐
山
祭
典
に
群
集
す
る
巫
女
の
口
寄
せ
を
さ
げ
す
む
こ
と
や
、
邪
教
視
す
る
態
度
に
は
憤
り
さ
え
覚
え
る
。
彼
女
等
の
呪
文
に
は
、
古
色
の
哀
調
が
流

れ
て
い
る
。
（
中
略
） 

巫
女
の
口
寄
せ
を
素
直
に
聴
こ
う
と
す
る
我
々
の
心
に
は
、
偽
ら
ざ
る
日
本
民
族
本
来
の
姿
を
赤
裸
々
に
見
出
せ
る
よ
う 

 

な
気
が
す
る
。
［
二
三

七
頁
］ 

 

祐
川
法
幢
『
霊
場
・
恐
山
と
イ
タ
コ
（
改
訂
版
）
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
六
年 

霊
媒
イ
タ
コ
の
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
（
中
略
）
否
応
な
し
に
堕
ち
込
ん
だ
非
人
、
乞
食
の
境
界
で
の
た
う
ち
、
狂
い
廻
り
、
い
つ
か
握
り
し
め
て
い
た

生
き
る
道
が
、
盲
女
の
遊
芸
人
、
つ
ま
り
瞽
女
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
［
六
〇
頁
］ 

 

こ
れ
ら
の
論
理
を
支
え
て
い
る
の
は
、
柳
田
國
男
の
周
圏
論
や
原
初
形
態
を
求
め
る
桜
井
徳
太
郎
の
学
問
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
「
地
方
に
文
化
の
古
型

が
残
る
」
と
い
う
、
文
化
の
新
旧
を
重
ね
合
わ
せ
た
「
中
央
／
地
方
」
の
二
項
対
立
的
構
造
に
他
な
ら
な
い
。
近
代
合
理
主
義
社
会
の
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
構

造
は
「
旧
」
を
後
進
性
と
捉
え
る
こ
と
で
、
時
に
「
地
方
」
に
対
し
て
劣
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
付
け
て
き
た
。
実
際
、
恐
山
の
イ
タ
コ
を
取
り
上
げ
る
初
期
の

雑
誌
記
事
に
は
、
そ
の
非
合
理
性
を
根
拠
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
価
を
付
与
す
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。
だ
が
、「
旧
」
に
合
理
と
は
異
な
る
何
ら
か
の
価
値
を

見
出
せ
た
時
、
両
者
の
関
係
は
反
転
す
る
。 

つ
ま
り
、
恐
山
の
イ
タ
コ
に
肯
定
的
な
価
値
を
生
み
出
す
前
掲
の
戦
略
と
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
編
と
い
う
水
平
的
な
領
域
確
定
の
技
法
で
あ
る
と

同
時
に
、
「
中
央
」
優
位
に
対
す
る
「
地
方
」
の
抵
抗
も
し
く
は
「
地
方
」
の
復
権
と
い
う
、
垂
直
的
な
布
置
を
改
め
る
た
め
の
戦
略
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
を
最
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も
前
景
化
し
て
い
る
の
が
、
鳴
海
健
太
郎
「
恐
山
の
イ
ダ
コ
〔id

a
k

o

〕
覚
書
」
で
あ
る
。
彼
は
北
方
ア
ジ
ア
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
の
つ
な
が
り
を
視
野
に

入
れ
た
「
日
本
の
古
代
文
化
」
と
し
て
の
価
値
か
ら
、
イ
タ
コ
を
東
北
の
後
進
性
の
象
徴
と
す
る
論
説
に
対
し
異
議
を
唱
え
て
い
る
。 

 

鳴
海
健
太
郎
「
恐
山
の
イ
ダ
コ
〔id

a
k

o

〕
覚
書
」
（
『
東
奥
文
化
』
第
二
七
号
、
一
九
六
四
年 

我
々
の
北
ア
ジ
ア
の
古
代
に
関
す
る
知
識
は
、
日
本
の
古
代
文
化
を
語
る
う
え
に
必
須
の
も
の
で
あ
る
。
も
は
や
イ
ダ
コ
の
問
題
は
、
単
に
辺
境
の
問

題
に
と
ど
ま
ら
ず
人
類
愛
に
結
び
つ
い
て
い
く
も
の
で
あ
る
。 

（
中
略
）
生
き
て
い
る
民
俗
資
料
に
対
す
る
無
関
心
さ
に
、
我
々
は
黙
っ
て
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
都
会
人
の
嘲
笑
と
侮
蔑
の
具
に

さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
偏
見
こ
そ
侮
蔑
に
価
い
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
貧
困
で
は
な
か
ろ
う
か
。
［
一
六
頁
］ 

  

こ
の
よ
う
に
、
恐
山
の
イ
タ
コ
を
〈
恐
山
信
仰
〉
の
一
部
と
す
る
肯
定
派
の
戦
略
と
は
、
既
存
の
権
力
関
係
の
転
倒
を
も
射
程
に
収
め
る
点
に
お
い
て
、
政

治
的
色
彩
の
濃
い
策
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
注
視
さ
る
べ
き
は
、
駆
け
引
き
の
拠
り
所
と
な
る
価
値
の
創
出
に
際
し
て
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
ま
な
ざ
し
が
一
定
の

寄
与
を
果
た
し
て
い
る
事
実
で
あ
ろ
う
。
複
数
の
研
究
者
の
名
を
挙
げ
、
彼
ら
の
ま
な
ざ
し
を
自
ら
の
論
に
取
り
込
ん
で
い
く
鳴
海
や
大
山
の
手
法
は
、
奇
し

く
も
否
定
派
の
立
場
に
あ
る
立
花
が
使
用
し
た
手
法
と
重
な
る
。 

 

大
山
順
道
「
奥
州
恐
山
霊
場
」 

昨
年
夏
の
祭
典
、
上
智
大
学
の
シ
フ
ァ
ー
教
授
や
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
ブ
ラ
ッ
カ
ー
女
史
た
ち
が
こ
の
霊
山
を
訪
れ
た
。
シ
フ
ァ
ー
教
授
は
巫
女
の

口
寄
せ
も
含
め
た
広
く
民
俗
学
的
な
立
場
か
ら
、
敬
虔
な
態
度
で
調
査
を
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
女
史
は
、
特
に
巫
女
の
口
寄
せ
に
焦
点
を
絞
ら
れ

た
よ
う
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
方
面
に
つ
い
て
は
、
岩
手
医
大
の
三
浦
教
授
、
順
天
堂
医
大
の
懸
田
教
授
た
ち
は
、
精
神
医
学
の
立
場
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
の
一
環
と
し
て
関
心
を
深
め
て
い
る
。
東
北
大
の
石
津
教
授
も
、
宗
教
学
の
立
場
か
ら
調
査
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
［
二
三
三
頁
］ 
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こ
う
し
た
状
況
よ
り
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
決
し
て
他
の
表
象
領
域
か
ら
独
立
し
た
存
在
な
ど
で
は
な
く
、
断
片
化
し
、
新
た
な
文
脈
の
獲
得
に
よ
っ
て
如

何
様
な
意
味
を
も
帯
び
得
る
学
術
的
表
象
の
現
実
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
我
々
が
看
過
す
べ
き
で
な
い
の
は
、
同
じ
「
他
者
」
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
あ
く
ま

で
自
己
規
定
の
契
機
に
据
え
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
ま
な
ざ
し
に
対
し
、
一
方
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
が
価
値
形
成
の
側
面
に
深
く
立
ち
入
っ
て

い
る
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。 

 

第
六
節 

結
語 

  

本
章
で
は
、
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
と
い
う
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
ま
な
ざ
し
を
、
民
俗
文
化
の
担
い
手
側
が
い
か
に
受
容
し
て
き
た
の
か
と
い
う
問
い
の
も
と
、

下
北
地
方
に
成
立
す
る
自
己
表
象
と
し
て
の
〈
恐
山
信
仰
〉
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
再
編
の
様
子
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
一
九
五
〇
年
代
頃
よ
り
顕
在
化
し

た
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
ま
な
ざ
し
は
、〈
恐
山
信
仰
〉
の
語
り
手
に
他
者
の
ま
な
ざ
し
を
経
由
し
た
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
の
価
値
形
成
と
、
こ
れ
に
基
づ
く
「
自

文
化
」
の
再
規
定
を
促
し
た
。
結
果
、
〈
恐
山
信
仰
〉
に
お
け
る
生
者
と
死
者
と
の
媒
介
主
体
は
「
恐
山
」
か
ら
「
イ
タ
コ
」
と
い
う
新
た
な
主
体
へ
と
シ
フ
ト

し
た
わ
け
だ
が
、
た
だ
し
、
そ
う
し
て
生
じ
た
再
編
が
一
様
で
は
な
く
、
自
／
他
の
観
点
か
ら
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
に
付
与
さ
れ
る
価
値
の
二
分
化
、
そ
し
て
、

語
り
手
に
応
じ
た
戦
略
の
多
様
性
を
生
じ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

本
章
で
取
り
上
げ
た
「
自
文
化
」
の
語
り
手
達
が
、
「
民
俗
文
化
の
担
い
手
側
」
と
し
て
想
定
さ
れ
得
る
人
々
の
中
に
あ
っ
て
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
呼
べ
な

い
こ
と
は
確
か
だ
。
と
は
言
え
、
こ
こ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
様
相
は
、
民
俗
文
化
の
置
か
れ
る
状
況
を
解
す
る
に
は
十
分
な
事
例
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

各
種
メ
デ
ィ
ア
が
生
活
の
一
部
を
構
成
す
る
昨
今
の
社
会
状
況
に
お
い
て
、
も
は
や
「
他
者
」
と
の
接
触
を
持
た
な
い
、「
純
粋
な
」
民
俗
文
化
や
地
域
社
会
な

ど
は
存
在
し
得
な
い
。 

論
中
で
も
概
観
し
た
よ
う
に
、
イ
タ
コ
マ
チ
を
含
む
恐
山
信
仰
の
研
究
は
一
九
五
〇
年
代
に
本
格
化
し
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
の
隆
盛
を
追
い
風
と
し
な

が
ら
一
九
六
〇
‐
八
〇
年
代
に
飛
躍
的
な
進
展
を
見
た
。
だ
が
、
そ
う
し
た
研
究
の
多
く
が
言
及
し
、
時
に
喜
ば
し
く
な
い
事
態
と
し
て
問
題
視
し
な
が
ら
も
、

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
起
因
す
る
現
象
に
関
し
て
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
遂
に
誰
に
も
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
第
八
章
の
冒
頭
に
お
い
て
、
論
者
は
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そ
の
理
由
を
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
媒
介
さ
れ
た
現
象
を
「
偽
物
」
と
見
な
す
ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
的
二
分
法
の
存
在
に
求
め
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
「
真
／
偽
」

と
い
う
区
分
に
は
、
「
聖
／
俗
」
以
外
に
も
、
「
内
／
外
」
と
い
う
区
分
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
楠
が
「
地
元
以
外
の

・

・

・

・

・

観
光
客
」
と

述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
従
来
の
研
究
に
表
出
す
る
「
信
仰
」
と
「
観
光
」
と
の
対
立
構
造
は
そ
の
証
左
と
な
り
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が

映
し
出
す
民
俗
文
化
の
姿
を
最
も
熱
心
に
受
容
す
る
の
は
、
む
し
ろ
、
ま
な
ざ
し
を
向
け
ら
れ
た
担
い
手
サ
イ
ド
で
あ
る
３
６

。 

〈
恐
山
信
仰
〉
の
価
値
形
成
の
具
体
相
を
確
認
し
た
今
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
他
者
の
ま
な
ざ
し
に
対
す
る
意
識
の
欠
如
が
、
研
究
者
の
自
ら
の
ま
な

ざ
し
に
対
す
る
自
覚
の
無
さ
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。 
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１ 

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
川
村
清
志
「
映
像
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
「
民
俗
」
の
表
象
と
そ
の
受
容
―
石
川
県
鳳
至
郡
門
前
町
七
浦
地
区
を
中
心
と
し
て
―
」（
『
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
九
一
集
、
二
〇
〇
一
年
）
や
岡
田
浩
樹
「
「
伝
統
文
化
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
メ
デ
ィ
ア
―
岐
阜
県
高
山
市
、
高
山
祭
の
事
例

か
ら
」
（
飯
田
・
原
編
、
前
掲
書
）
が
示
唆
に
富
む
。 

２ 

太
田
好
信
『
〔
増
補
版
〕
ト
ラ
ン
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
思
想
―
文
化
人
類
学
の
再
想
像
―
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
一
〇
年
、
一
三
頁
。 

３ 

菊
地
暁
『
柳
田
国
男
と
民
俗
学
の
近
代
―
奥
能
登
の
ア
エ
ノ
コ
ト
の
二
十
世
紀
―
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
、
一
九
九
頁
。 

４ 

テ
レ
ビ
番
組
や
地
域
住
民
の
運
営
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
描
く
民
俗
文
化
表
象
に
つ
い
て
は
、
川
村
の
前
掲
論
文
、
ま
た
同
「
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
と
メ
デ

ィ
ア
表
象
―
石
川
県
門
前
町
皆
月
の
山
王
祭
り
を
事
例
と
し
て
―
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
第
二
三
六
号
）
に
詳
し
い
。 

５ 

こ
の
規
定
に
際
し
て
は
、
由
谷
裕
哉
に
よ
る
「
郷
土
史
」
の
概
念
規
定
を
参
考
と
し
た
（
由
谷
裕
哉
・
時
枝
務
編
『
郷
土
史
と
近
代
日
本
』
角
川
学
芸
出
版
、

二
〇
一
〇
年
）
。 

６ 

菊
地
や
由
谷
・
時
枝
編
の
前
掲
書
の
他
、
笠
原
政
治
「
〈
池
間
民
族
〉
考
―
宮
古
島
嶼
文
化
の
個
性
と
文
化
的
個
性
の
強
調
―
」（
『
沖
縄
研
究
』
第
二
二
号
、

一
九
九
六
年
）
、
原
知
章
『
民
俗
文
化
の
現
在
―
沖
縄
・
与
那
国
島
の
「
民
俗
」
へ
の
ま
な
ざ
し
―
』
（
同
成
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
。 

７ 

宮
崎
ふ
み
子
、
ダ
ン
カ
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
「
地
域
か
ら
み
た
恐
山
」
、
『
歴
史
評
論
』
第
六
二
五
号
、
二
〇
〇
二
年
、
六
三
‐
六
七
頁
。 

８ 

中
市
謙
三
「
恐
山
詣
」
、
『
旅
と
伝
説
』
第
一
二
巻
二
号
、
一
九
三
九
年
、
一
四
頁
（
『
旅
と
伝
説 

第
二
三
巻
』
岩
崎
美
術
社
、
一
九
七
八
年
）
。 

９ 

菅
江
真
澄
「
於
久
能
宇
良
宇
良
」
、
宮
本
常
一
・
内
田
武
志
編
『
菅
江
真
澄
全
集
第
二
巻 

日
記

Ⅱ
』
未
来
社
、
一
九
七
一
年
。 

１
０ 

幸
田
露
伴
「
易
心
後
語
」
、
『
國
會
』
一
八
九
二
年
七
月
一
四
日
号
‐
八
月
三
〇
日
号
。 

１
１ 

『
朝
日
新
聞
（
東
京
・
朝
刊
）
』
一
九
一
八
年
八
月
二
‐
一
二
日
付
。
改
稿
の
後
、
『
信
仰
仏
利
二
人
行
脚
』
（
大
日
本
雄
弁
会
、
一
九
一
九
年
）
に
収
録
。 

１
２ 

中
道
等
「
イ
タ
コ
・
お
か
み
ん
・
ボ
サ
マ
」
、
『
民
族
』
第
二
巻
第
三
号
、
一
九
二
七
年
（
谷
川
健
一
編
『
巫
女
の
世
界
』
三
一
書
房
、
一
九
八
九
年
）
。 

１
３ 

中
道
等
『
奥
隅
奇
譚
』
郷
土
研
究
社
、
一
九
二
九
年
（
小
川
直
之
編
『
日
本
民
俗
選
集 

第
一
一
巻
』
ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）
。
同
「
南
部
恐
山
の

話
」
、
日
本
放
送
協
会
東
北
支
部
編
『
東
北
の
土
俗
』
三
元
社
、
一
九
三
〇
年
（
小
川
直
之
編
『
日
本
民
俗
選
集 

第
五
巻
』
ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）
。 

１
４ 

鈴
木
岩
弓
「
霊
場
「
恐
山
」
の
民
間
宗
教
者
」
、
『
青
森
県
史
民
俗
編
資
料
下
北
』
青
森
県
、
二
〇
〇
七
年
、
三
三
八
頁
。 

１
５ 

中
市
謙
三
「
津
軽
の
旅
」
、
『
旅
と
伝
説
』
第
一
二
巻
第
二
号
、
一
九
三
九
年
、
二
四
頁
（
『
旅
と
伝
説 

第
二
三
巻
』
岩
崎
美
術
社
、
一
九
七
八
年
）
。 

１
６ 

「
興
味
の
深
い
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
、
『
東
奥
日
報
』
一
九
四
四
年
八
月
一
五
日
付
。 

１
７ 

笹
澤
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
「
笹
澤
善
八
（
魯
羊
）
略
年
譜
」
（
『
う
そ
り
』
第
一
〇
号
、
一
九
七
三
年
）
、
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
編
『
郷
土
史
家
人
名
事
典
』

（
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
、
青
森
県
史
編
さ
ん
民
俗
部
会
編
『
青
森
県
史 
民
俗
編 

資
料
下
北
』
（
青
森
県
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。 

１
８ 

笹
澤
は
下
北
地
方
へ
移
住
す
る
以
前
に
も
、
『
八
戸
便
覧
』
『
八
戸
町
誌
』
『
青
森
商
工
案
内
』
等
の
冊
子
を
手
掛
け
て
お
り
、
そ
う
し
た
仕
事
の
中
で
、

旧
下
北
郡
川
内
町
を
紹
介
す
る
『
川
内
案
内
』（
一
九
一
五
年
・
一
九
一
七
年
）
を
編
纂
し
て
い
る
。
だ
が
、
〝
当
事
者
語
り
〟
と
い
う
意
味
で
の
郷
土
研
究
の

幕
開
け
は
、
『
下
北
郡
地
方
誌
』
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

１
９ 

第
二
版
に
は
「
附
録
」
と
し
て
、
一
九
二
一
年
（
大
正
一
〇
）
九
月
に
『
都
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
遅
塚
麗
水
「
恐
山
行
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
笹
澤
自
身
の
言
葉
で
〈
恐
山
信
仰
〉
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
第
三
版
か
ら
で
あ
る
。 



308 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

             

 
２
０ 
笹
澤
魯
羊
『
下
北
地
方
誌
（
増
補
三
版
）
』
下
北
新
報
社
、
一
九
三
〇
年
、
二
〇
八
頁
。 

２
１ 
青
森
県
史
編
さ
ん
民
俗
部
会
編
、
前
掲
、
四
六
二
頁
。 

２
２ 

大
畑
巖
編
『
各
科
郷
土
教
育
資
料
』
大
湊
尋
常
高
等
小
学
校
、
一
九
三
三
年
（
大
畑
巖
編
『
各
科
郷
土
教
育
資
料
（
復
刻
版
）
』
復
刻
版
発
行
発
起
人
会
、

一
九
九
七
年
、
二
一
〇
頁
。 

２
３ 

大
畑
編
『
各
科
郷
土
教
育
資
料
』
、
二
〇
九
頁
。 

２
４ 

大
畑
編
『
各
科
郷
土
教
育
資
料
』
、
二
〇
九
‐
二
一
〇
頁
。 

２
５ 

青
森
県
環
境
生
活
部
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
県
史
編
さ
ん
室
編
『
下
北
半
島
北
通
り
の
民
俗
』
青
森
県
、
二
〇
〇
二
年
、
二
八
四
頁
。 

２
６ 

ブ
ラ
ッ
カ
ー
、
Ｃ
著 

秋
山
さ
と
子
訳
『
あ
ず
さ
弓
―
日
本
に
お
け
る
シ
ャ
ー
マ
ン
的
行
為
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、
三
四
一
頁
。 

２
７ 

前
者
は
、
石
津
照
璽
「
東
北
の
巫
俗
採
訪
覚
え
書
（
１
）
」
（
『
慶
応
義
塾
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
紀
要
』
第
九
号
、
一
九
六
九
年
）
、
「
東
北
の
巫
俗

採
訪
覚
え
書
（
２
）
」（
同
第
一
〇
号
、
一
九
七
〇
年
）
等
を
参
照
。
後
者
は
、
懸
田
克
躬
他
「
東
北
地
方
に
お
け
る
シ
ヤ
マ
ニ
ズ
ム
の
社
会
精
神
医
学
的
研
究
」

（
『
順
天
堂
医
学
雑
誌
』
第
五
巻
第
三
号
、
一
九
五
九
年
）
、
中
村
民
男
「
映
画
供
覧 

1
6

m
/m

映
画
〝
東
北
の
巫
女
―
イ
タ
コ
〟
」（
『
千
葉
医
学
会
雑
誌
』
第

三
九
巻
三
／
四
号
、
一
九
六
三
年
）
を
参
照
。 

２
８ 

坂
野
徹
『
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
戦
後
史
―
宮
本
常
一
と
九
学
会
連
合
―
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
。 

２
９ 

む
つ
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
む
つ
市
史 

民
俗
編
』
む
つ
市
、
一
九
八
六
年
、
九
頁
。 

３
０ 

『
む
つ
市
史 

民
俗
編
』
、
三
七
四
‐
三
七
五
頁
。 

３
１ 

『
む
つ
市
史 

民
俗
編
』
、
四
三
五
頁
。 

３
２ 

『
む
つ
市
史 

民
俗
編
』
、
四
三
八
‐
四
三
九
頁
。 

３
３ 

笹
澤
魯
羊
『
宇
曽
利
百
話
（
増
補
三
版
の
復
刻
版
）
』
名
著
出
版
、
一
九
八
〇
年
、
序
文
。 

３
４ 

笹
澤
魯
羊
『
下
北
半
嶋
史
（
改
訂
四
版
）
』
下
北
郷
土
会
、
一
九
六
六
年
、
二
三
四
頁
。 

３
５ 

「
〝
新
し
い
下
北
〟
へ
の
道 

九
学
会
の
総
合
調
査
を
終
え
て 

座
談
会
（
中
）
」
『
東
奥
日
報
（
朝
刊
）
』
一
九
六
四
年
九
月
二
日
付
。 

３
６ 

岡
田
、
前
掲
。 
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第
一
二
章 

巫
業
の
変
容
―
「
イ
ベ
ン
ト
型
口
寄
せ
」
を
例
に
― 

 

第
一
節 

問
題
の
所
在 

  

第
七
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
代
に
端
を
発
す
る
《
イ
タ
コ
》
の
普
及
は
、
大
衆
文
化
以
外
の
文
化
領
域
に
お
け
る
当
該
表
象
の
二
次
利
用
を
促

し
た
。
そ
の
代
表
が
「
観
光
」
で
あ
り
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
〝
マ
ス
〟
に
起
因
す
る
「
知
名
度
の
高
さ
」
が
「
集
客
的
価
値
」
へ
と
転
換
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
《
イ
タ
コ
》
は
恐
山
や
下
北
半
島
を
め
ぐ
る
観
光
の
文
脈
へ
と
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
七
章
以
降
に
明
ら
か
と
な
っ
た
恐
山
の
変
容
と
は
、

ま
さ
に
、
そ
う
し
た
価
値
の
存
在
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

《
イ
タ
コ
》
に
対
す
る
「
集
客
的
価
値
」
の
成
立
は
、
客
体
で
あ
る
民
俗
文
化
と
し
て
の
イ
タ
コ
に
対
す
る
価
値
の
成
立
、
す
な
わ
ち
、
イ
タ
コ
の
消
費
財

化
な
い
し
観
光
資
源
化
を
意
味
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
民
俗
文
化
自
体
の
在
り
様
に
も
、
少
な
か
ら
ず
変
化
を
も
た
ら
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
本
章
で

は
そ
の
一
例
と
し
て
、
「
イ
ベ
ン
ト
型
口
寄
せ
」
の
発
生
を
取
り
上
げ
た
い
。
「
イ
ベ
ン
ト
型
口
寄
せ
」
と
は
、
伊
藤
康
博
の
報
告
を
踏
ま
え
て
論
者
が
設
定
し

た
分
析
概
念
で
あ
り
１

、
「
イ
タ
コ
」
と
「
依
頼
者
」
以
外
の
第
三
者
が
主
催
者
と
な
っ
て
執
り
行
わ
れ
る
口
寄
せ
の
こ
と
を
指
す
。
集
客
を
目
的
に
、
デ
パ
ー

ト
や
観
光
協
会
が
企
画
し
て
実
施
さ
れ
る
口
寄
せ
、
と
言
え
ば
分
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
か
。「
口
寄
せ
」
を
主
催
す
る
と
い
う
行
為
は
、
主
催
者
が
用
意
し
た
文

脈
の
中
に
口
寄
せ
を
位
置
付
け
る
行
い
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
第
三
者
に
よ
る
口
寄
せ
へ
の
価
値
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、《
イ
タ
コ
》

は
こ
の
価
値
の
産
出
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
。 

「
イ
ベ
ン
ト
型
口
寄
せ
」
に
関
し
て
は
、
既
に
一
九
七
〇
・
八
〇
年
代
の
段
階
で
言
及
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
２

。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
〝
新
た
な
巫

業
〟
に
価
値
を
見
出
す
よ
う
な
研
究
は
、
近
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
現
れ
始
め
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
や
は
り
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
筆

頭
と
す
る
現
代
社
会
の
シ
ス
テ
ム
が
生
み
出
し
た
も
の
を
「
偽
」
、
こ
れ
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
文
化
を
「
真
」
と
捉
え
る
よ
う
な
二
分
法
的
価
値
観
で
あ
ろ

う
。
こ
う
し
た
二
分
法
を
象
徴
す
る
区
分
と
し
て
、
「
信
仰
（
者
）
／
観
光
（
客
）
」
が
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

そ
こ
で
本
章
で
は
、
八
戸
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
が
主
催
し
た
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
と
、
ま
か
ど
温
泉
ホ
テ
ル
が
主
催
し
た
〝
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
体
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験
プ
ラ
ン
〟
と
い
う
二
つ
の
事
例
の
記
述
を
も
っ
て
、
従
来
、「
イ
ベ
ン
ト
型
口
寄
せ
」
の
主
要
な
利
用
主
体
と
し
て
想
定
さ
れ
て
き
た
「
観
光
客
」
と
い
う
存

在
に
疑
義
を
差
し
挟
み
た
い
。 

 

第
二
節 

「
イ
ベ
ン
ト
型
口
寄
せ
」
の
歴
史 

  

イ
タ
コ
が
一
九
六
〇
年
代
に
一
定
の
知
名
度
を
獲
得
し
て
以
来
、「
イ
ベ
ン
ト
型
口
寄
せ
」
は
全
国
各
地
で
幾
度
と
な
く
実
施
さ
れ
、
今
日
ま
で
至
っ
て
い
る
。

事
例
を
確
認
す
る
前
段
階
と
し
て
、
本
節
で
は
論
者
の
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
「
イ
ベ
ン
ト
型
口
寄
せ
」
を
簡
単
に
ま

と
め
て
お
き
た
い
。 

 

「
イ
ベ
ン
ト
型
口
寄
せ
」
は
、
そ
れ
が
催
さ
れ
る
場
所
に
よ
っ
て
大
き
く
二
つ
に
分
類
さ
れ
、
両
者
は
想
定
す
る
利
用
者
の
面
で
少
々
性
格
が
異
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。 

一
つ
は
、
イ
タ
コ
と
い
う
文
化
を
成
立
さ
せ
る
地
域
以
外
を
開
催
地
と
す
る
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
こ
こ
で
主
要
な
利
用
者
と
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
遠
方
と

言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
開
催
地
近
隣
の
住
民
で
あ
る
。
早
い
も
の
と
し
て
は
、
一
九
六
七
年
に
浅
草
松
屋
で
開
か
れ
た
「
う
ら
な
い
展
」
に
お
け
る
「
恐
山
の

い
た
こ
（
巫
女
）
の
実
演
」
が
挙
げ
ら
れ
３

、
第
七
章
で
も
取
り
上
げ
た
一
九
七
三
年
に
上
野
松
坂
屋
で
開
催
さ
れ
、
「
口
寄
せ
巫
女
」
の
実
演
を
行
っ
た
「
恐

山
展
」
は
「
異
常
な
ほ
ど
の
人
気
」
を
得
た
と
さ
れ
て
い
る
４

。
百
貨
店
で
の
口
寄
せ
は
東
京
以
外
の
都
市
で
も
実
施
さ
れ
て
き
た
と
み
ら
れ
、
例
え
ば
、
県

外
で
の
商
売
に
関
す
る
津
川
武
一
の
質
問
に
対
し
、
五
所
川
原
の
イ
タ
コ
笠
井
キ
ヨ
は
、
旭
川
「
ま
る
か
つ
」
、
岐
阜
「
近
鉄
百
貨
店
」
、
土
浦
「
京
成
デ
パ
ー

ト
」
、
郡
山
「
丸
光
」
、
松
山
「
三
越
」
、
福
岡
「
ふ
じ
な
み
」
の
名
を
挙
げ
て
い
る
５

。
他
に
も
、
遊
園
地
（
東
京
・
豊
島
園
）
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
十

周
年
記
念
式
典
（
秋
田
県
）
、
ホ
テ
ル
関
連
施
設
の
行
事
（
同
県
）
な
ど
で
も
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
が
行
わ
れ
て
き
て
お
り
６

、
近
年
で
は
一
九
九
八
年
に
東
京
ド

ー
ム
で
開
か
れ
た
青
森
県
の
Ｐ
Ｒ
イ
ベ
ン
ト
「
活
彩
あ
お
も
り
大
祭
典
」
で
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
が
実
施
さ
れ
て
い
る
７

。 

 

も
う
一
つ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
イ
タ
コ
の
成
立
基
盤
と
な
っ
て
い
る
地
域
で
開
催
さ
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
近
隣
住
民
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
遠
隔
地
か
ら
訪
れ
る
人
々
を
主
要
な
利
用
者
と
想
定
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
端
的
に
言
え
ば
、「
観
光
」
と
い
う
文
脈
下
で
「
観
光
資
源
」
と
し
て
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の
価
値
を
帯
び
た
口
寄
せ
で
あ
り
、
本
章
が
扱
う
二
つ
の
事
例
は
ど
ち
ら
も
こ
の
ケ
ー
ス
に
該
当
す
る
。
古
く
は
、
一
九
六
四
年
に
十
和
田
観
光
電
鉄
が
馬
門

温
泉
で
開
催
し
た
「
温
泉
ま
つ
り
」
に
お
い
て
「
南
部
い
た
こ
口
寄
せ
」
が
実
施
さ
れ
、
以
降
も
一
九
七
〇
年
の
「
仏
ヶ
浦
地
蔵
ま
つ
り
」（
青
森
県
下
北
郡
佐

井
村
）
や
七
一
年
の
「
名
川
春
ま
つ
り
」
（
同
県
三
戸
郡
名
川
町
）
と
い
っ
た
行
事
の
中
で
口
寄
せ
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
８

。
ま
た
、
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
単
独

で
イ
ベ
ン
ト
を
成
立
さ
せ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
存
在
し
、
こ
の
例
と
し
て
は
一
九
七
二
年
の
「
焼
山
イ
タ
コ
ま
つ
り
」（
同
県
十
和
田
市
）
や
、
高
松
敬
吉
の
報
告

す
る
「
恐
山
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
」
で
の
口
寄
せ
（
一
九
七
〇
年
代
、
五
月
上
旬
‐
一
〇
月
下
旬
の
土
・
日
曜
日
）
が
挙
げ
ら
れ
る
９

。
後
者
は
「
観
光
客
」
の

要
望
に
応
え
て
む
つ
市
役
所
観
光
課
と
地
元
バ
ス
会
社
が
主
催
し
た
も
の
で
、
地
域
の
観
光
推
進
団
体
に
よ
る
口
寄
せ
の
運
営
と
い
う
点
で
は
、
本
稿
の
扱
う

八
戸
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
の
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
と
類
す
る
事
例
と
言
え
よ
う
。
加
え
て
、
高
松
は
薬
研
温
泉
の
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
薬
研
で
宿
泊
サ
ー

ビ
ス
と
し
て
行
わ
れ
る
口
寄
せ
に
つ
い
て
も
報
告
し
て
お
り
、
こ
れ
は
も
う
一
方
の
ま
か
ど
温
泉
ホ
テ
ル
の
事
例
に
類
似
し
て
い
る
。 

 

以
上
の
よ
う
な
歴
史
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
次
節
で
は
さ
っ
そ
く
事
例
の
報
告
を
行
い
た
い
。 

 

第
三
節 

八
戸
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
に
よ
る
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」 

 

は
ち
の
へ
総
合
観
光
プ
ラ
ザ
で
行
わ
れ
て
い
る
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
は
、
八
戸
市
及
び
周
辺
地
域
へ
の
観
光
客
の
誘
致
促
進
を
担
う
公
益
社
団
法
人
八
戸

観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
が
、
観
光
コ
ン
テ
ン
ツ
開
発
の
一
環
と
し
て
実
施
す
る
事
業
で
あ
る
。
同
事
業
は
、
そ
れ
ま
で
協
会
に
寄
せ
ら
れ
て
い
た
「
八
戸

市
の
イ
タ
コ
を
紹
介
し
て
欲
し
い
」
と
い
う
要
望
や
、
「
（
イ
タ
コ
を
求
め
て
）
恐
山
に
行
き
た
い
の
だ
が
」
と
い
う
問
い
合
わ
せ
に
応
え
る
形
で
企
画
に
至
っ

た
も
の
で
、
二
〇
〇
九
年
に
初
回
が
行
わ
れ
て
以
降
、
最
終
調
査
時
（
二
〇
一
四
年
三
月
一
四
日
）
ま
で
継
続
的
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
節
執
筆
に

あ
た
っ
て
は
、
二
〇
〇
九
年
、
二
〇
一
二
年
、
二
〇
一
四
年
の
三
度
に
わ
た
り
八
戸
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
で
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
際
、
当

協
会
の
小
笠
原
慶
信
氏
と
小
田
勝
子
氏
か
ら
大
変
貴
重
な
御
教
示
を
賜
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
１
０

。 

は
じ
め
に
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
の
基
本
姿
勢
、
す
な
わ
ち
協
会
の
口
寄
せ
に
対
す
る
価
値
付
け
の
側
面
に
目
を
向
け
て
お
け
ば
、
「
大
切
な
あ
の
人
の
話

を
も
う
一
度
聞
い
て
み
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
本
事
業
に
お
い
て
口
寄
せ
の
価
値
の
主
軸
を
担
っ
て
い
る
の
は
、
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〝
大
切
な
故
人
と
の
語
ら
い
〟
と
い
う
個
人
が
抱
く
死
者
へ
の
思
い
に
立
脚
し
た
極
め
て
宗
教
的
な
価
値
で
あ
る
。
次
に
挙
げ
る
引
用
は
、「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」

の
広
報
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
お
よ
び
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
た
口
寄
せ
に
つ
い
て
の
解
説
文
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
〝
大
切
な
故
人
と
の
語
ら
い
〟
を
核

と
し
た
う
え
で
、
口
寄
せ
が
依
頼
者
に
も
た
ら
す
「
癒
し
」
の
よ
う
な
心
的
効
果
に
力
点
を
置
く
、
本
事
業
の
価
値
付
け
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。 

 

「
イ
タ
コ
」
は
東
北
地
方
に
固
有
の
盲
目
の
巫
女
の
呼
び
名
で
、
霊
界
と
人
間
界
と
の
媒
介
者
と
し
て
霊
を
自
身
に
呼
び
寄
せ
、
死
者
の
言
葉
を
依
頼
者

に
伝
え
る
「
口
寄
せ
」
を
生
業
と
し
て
い
る
人
で
す
。 

 
 

口
寄
せ
で
は
先
祖
や
父
母
あ
る
い
は
友
人
知
人
な
ど
、
依
頼
者
の
死
者
に
対
す
る
忘
れ
ら
れ
な
い
想
い
を
汲
み
取
り
死
者
の
話
を
伝
え
ま
す
が
、
依
頼
者

は
目
の
前
に
そ
の
人
が
い
る
か
の
よ
う
な
感
覚
に
な
り
、
涙
を
流
し
て
し
ま
う
人
も
い
ま
す
。 

 
 

依
頼
者
の
気
持
ち
を
和
ら
げ
、
精
神
的
な
癒
し
を
与
え
て
く
れ
る
の
も
イ
タ
コ
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
１
１ 

 

こ
の
心
的
効
果
が
本
事
業
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
悩
み
多
き
時
代
に
、
心
に
触
れ
る
も
の
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
観
光
振
興
に
も
つ
な

げ
た
い
」
１
２

と
い
う
協
会
会
長
・
笹
垣
正
弘
氏
の
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
だ
。
「
癒
し
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
社
会
的
な
流
行
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
二
〇
〇
〇

年
代
に
は
青
森
県
立
保
健
大
学
（
当
時
）
の
藤
井
博
英
に
よ
る
〝
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
が
持
つ
「
癒
し
効
果
」
の
研
究
〟
が
度
々
メ
デ
ィ
ア
の
報
じ
る
と
こ
ろ
と

な
っ
て
お
り
１
３

、
こ
う
し
た
一
連
の
社
会
的
動
向
が
前
述
の
価
値
に
結
び
付
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

続
い
て
、「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
の
シ
ス
テ
ム
な
ら
び
に
実
施
内
容
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」

は
基
本
的
に
電
話
で
の
予
約
制
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
希
望
者
は
あ
ら
か
じ
め
電
話
で
指
定
し
た
所
定
の
日
時
に
会
場
を
訪
れ
れ
ば
、
す
ぐ
に
口
寄

せ
を
し
て
も
ら
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
て
、
恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
の
よ
う
に
長
時
間
待
た
さ
れ
る
心
配
は
な
い
。
四
‐
六
時
間
の
待
ち
時
間
を
要
す
る
恐
山
の

イ
タ
コ
マ
チ
で
は
、
パ
ッ
ク
ツ
ア
ー
の
旅
行
者
や
新
幹
線
の
時
間
を
控
え
た
遠
方
か
ら
の
来
訪
者
が
口
寄
せ
を
利
用
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。
実
際
、
順

番
が
回
っ
て
こ
な
い
ま
ま
に
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト
を
迎
え
、
あ
と
少
し
と
い
う
と
こ
ろ
で
泣
く
泣
く
口
寄
せ
を
諦
め
る
人
の
姿
を
、
論
者
は
こ
れ
ま
で
に
何
度
も

目
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
た
場
合
、
電
話
予
約
と
い
う
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
の
シ
ス
テ
ム
は
、
青
森
県
外
に
暮
ら
す
人
々
の
口
寄
せ
利
用
を
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容
易
な
ら
し
め
る
、
い
わ
ば
全
国
に
膾
炙
し
た
口
寄
せ
へ
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
評
価
出
来
よ
う
。
ま
た
会
場
に
関
し
て
も
、
旅
行

者
へ
の
配
慮
か
ら
、
新
幹
線
が
発
着
す
る
Ｊ
Ｒ
八
戸
駅
に
設
け
ら
れ
た
観
光
案
内
所
で
あ
る
「
は
ち
の
へ
総
合
観
光
プ
ラ
ザ
」
を
使
用
し
て
い
る
１
４

（
写
真

12

‐

1
）
。 

 

料
金
は
、
試
験
的
に
実
施
さ
れ
た
第
一
回
の
み
三
五
〇
〇
円
、
第
二
回
以
降
は
四
五
〇

〇
円
と
設
定
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
イ
タ
コ
マ
チ
や
巫
家
で
口
寄
せ
を
請
う
時
と
同
様
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
「
一
霊
」（
死
者
一
人
分
）
を
降
ろ
す
に
際
し
て
の
値
段
で
あ
る
。
通
常
、

口
寄
せ
に
か
か
る
費
用
は
、
死
者
一
人
あ
た
り
三
〇
〇
〇
円
が
相
場
で
あ
る
た
め
、
四
五

〇
〇
円
と
い
う
料
金
設
定
は
些
か
高
い
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
待
ち
時
間

に
か
か
る
利
点
、
加
え
て
後
述
の
付
加
価
値
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
口
寄
せ
を
渇
望
す
る

遠
隔
地
の
人
々
に
と
っ
て
、
こ
の
金
額
は
決
し
て
高
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
炎
天
下

に
お
け
る
過
酷
な
辛
抱
や
恐
山
ま
で
の
移
動
の
労
を
要
せ
ず
、
な
お
か
つ
確
実
に
死
者
の

声
が
聞
け
る
こ
と
の
利
便
性
は
計
り
知
れ
な
い
。 

 

一
回
（
一
霊
）
の
口
寄
せ
に
か
か
る
時
間
は
十
五
‐
二
〇
分
（
初
回
時
は
五
‐
一
〇
分

と
公
表
）
。
し
か
し
、
口
寄
せ
が
長
引
く
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
会
場
の
立
地
上
、
新
幹
線
で
帰

路
に
着
く
前
に
口
寄
せ
を
利
用
す
る
人
も
想
定
さ
れ
得
る
こ
と
か
ら
、
協
会
で
は
予
約
時

に
「
時
間
に
余
裕
を
持
っ
て
き
て
ほ
し
い
」
と
伝
え
て
い
る
。 

な
お
、
口
寄
せ
を
受
け
る
に
際
し
て
は
、
他
に
も
幾
つ
か
の
注
意
事
項
が
存
在
し
、
協

会
は
こ
れ
ら
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
予
約
時
の
電
話
に
て
知
ら
せ
て
い
る
。
ま
ず
必
要
事
項

と
し
て
、
口
寄
せ
を
行
う
に
は
「
呼
び
寄
せ
る
方
の
氏
名
・
関
係
・
命
日
等
」
が
必
要
と 

な
る
こ
と
。
次
に
禁
止
事
項
と
し
て
、
興
味
本
位
で
有
名
人
を
呼
ぶ
等
の
い
わ
ゆ
る
「
ひ 
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や
か
し
」
行
為
、
ま
た
写
真
撮
影
や
録
画
は
お
断
り
し
て
い
る
こ
と
（
た
だ

し
、
口
寄
せ
は
聞
き
取
り
づ
ら
い
部
分
も
多
く
、
そ
れ
を
理
由
に
録
音
を
望

む
人
も
い
る
た
め
、
録
音
に
限
っ
て
は
「
イ
タ
コ
さ
ん
に
直
接
聞
い
て
く
だ

さ
い
」
と
伝
え
て
い
る
）
。
最
後
に
、
こ
れ
は
相
談
の
あ
っ
た
利
用
者
に
の
み

伝
え
て
い
る
事
項
で
あ
り
、
か
つ
イ
タ
コ
か
ら
指
示
さ
れ
た
事
項
で
あ
る
が
、

呼
び
出
す
死
者
に
関
し
て
、「
亡
く
な
っ
て
か
ら
百
箇
日
を
過
ぎ
て
い
て
、
か

つ
葬
儀
が
済
ん
だ
故
人
し
か
降
ろ
せ
な
い
」
こ
と
。
既
に
多
く
の
研
究
者
が

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
口
寄
せ
に
は
死
後
の
日
数
に
応
じ
た
ホ
ト
ケ
の
区

別
が
確
認
さ
れ
、
本
県
イ
タ
コ
が
実
行
す
る
の
は
、
基
本
的
に
「
死
後
百
日
」

を
過
ぎ
た
「
古
口
寄
せ
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
１
５

。
つ
ま
り
、
イ
タ
コ
の

口
寄
せ
と
い
う
民
俗
文
化
に
は
「
百
箇
日
を
過
ぎ
な
い
ホ
ト
ケ
は
降
ろ
せ
な

い
」
と
い
う
決
ま
り
ご
と
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
協
会
主
催
の
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
に
お
い
て
も
、
各
地
の
イ
タ
コ
マ
チ
と
違
わ
ず
、
こ
の
決
ま

り
が
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

 

口
寄
せ
は
、
は
ち
の
へ
総
合
観
光
プ
ラ
ザ
の
一
画
に
設
け
ら
れ
た
、
ド
ア
の
付
い
た
個
室
の
中
で
行
わ
れ
る
（
写
真

12
‐

2
）
。
依
頼
者
の
個
人
的
な
事
情

に
端
を
発
す
る
口
寄
せ
は
、
極
め
て
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
内
容
を
孕
む
会
話
で
満
ち
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
勢
の
他
者
が
い
る
中
で
こ
れ
が
施
行
さ
れ
る
イ

タ
コ
マ
チ
の
場
合
、
依
頼
者
の
私
的
事
情
は
列
に
並
ぶ
見
ず
知
ら
ず
の
他
者
に
も
聞
か
れ
て
し
ま
う
の
が
常
で
あ
る
。
情
報
の
〝
共
有
〟
は
〝
共
感
〟
へ
と
転

化
し
、「
も
ら
い
泣
き
」
に
代
表
さ
れ
る
が
如
き
イ
タ
コ
マ
チ
特
有
の
文
化
を
も
発
生
さ
せ
る
に
至
っ
た
。
と
は
言
え
、
口
寄
せ
の
依
頼
者
、
と
り
わ
け
初
め
て

こ
れ
を
経
験
す
る
よ
う
な
者
に
は
、
自
身
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
を
他
者
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
抵
抗
を
覚
え
る
人
も
少
な
く
な
い
は
ず
だ
。
確
か
に
、
イ
タ
コ
の
自

宅
に
出
向
い
て
口
寄
せ
を
行
っ
て
も
ら
う
な
ら
ば
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
侵
害
さ
れ
る
恐
れ
も
、
ま
し
て
や
長
蛇
の
列
に
並
ぶ
必
要
も
な
い
。
し
か
し
、
初
心
者

に
と
っ
て
イ
タ
コ
の
自
宅
を
訪
れ
る
行
為
は
決
し
て
容
易
な
行
い
で
は
な
く
、
そ
の
点
で
「
個
室
」
は
本
企
画
が
有
す
る
極
め
て
重
要
な
利
点
と
な
っ
て
い
る
。 
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イ
ベ
ン
ト
の
告
知
は
イ
タ
コ
の
都
合
や
体
調
を
考
慮
し
、
基
本
的
に
開
催
の
三
週
間
前
に
行
わ
れ
る
。
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
と
し
て
情
報
を
流
す
他
、
ポ
ス
タ

ー
の
掲
示
や
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
情
報
の
掲
載
を
行
う
（
写
真

12
‐

3
、

12
‐

4
）
。
初
回
時
に
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
も
作
成
し
て
い
る
（
写
真

12
‐

5
）
。 

 

実
施
状
況 

 

「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
は
二
〇
〇
九
年
夏
の
試
験
運
用
を
皮
切
り
に
、
最
終
調
査
時
（
二
〇
一
四
年
三
月
一
四
日
）
ま
で
の
間
に
計
七
回
開
催
さ
れ
た
こ
と

が
分
か
っ
て
い
る
（
【
表

12
‐

1
】
を
参
照
）
。
そ
の
実
施
状
況
を
通
時
的
に
追
っ
て
い
け
ば
、
ま
ず
試
験
運
用
に
当
た
る
第
一
回
目
は
、
二
〇
〇
九
年
七
月
三

一
日
‐
八
月
四
日
（
八
戸
三
社
大
祭
の
期
間
中
）
と
八
月
一
三
日
‐
一
六
日
（
お
盆
期
間
中
）
の
計
九
日
間
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
協
力
し
た
イ
タ
コ
は
、
八
戸

市
在
住
の
Ｎ
Ｔ
（
女
性
、
一
九
三
二
年
生
ま
れ
）
、
Ｏ
Ｍ
（
女
性
、
一
九
三
三
年
生
ま
れ
）
、
Ｍ
Ｈ
（
女
性
、
一
九
七
二
年
生
ま
れ
）
の
三
名
で
、
彼
ら
の
い
ず

れ
か
が
口
寄
せ
に
あ
た
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
た
。 

 

初
の
試
み
で
は
あ
っ
た
が
、
九
日
間
で
延
べ
一
二
九
組
一
四
八
件
の
依
頼
が
あ
り
、
ほ
ぼ
予
約
で
い
っ
ぱ
い
の
状
態
で
あ
っ
た
。
依
頼
者
の
内
訳
と
し
て
は

県
外
か
ら
の
来
訪
者
が
三
割
、
県
内
か
ら
の
来
訪
者
が
七
割
と
い
っ
た
状
況
で
、
県
外
で
は
圧
倒
的
に
宮
城
県
か
ら
の
来
訪
者
が
多
か
っ
た
。
当
時
担
当
を
務

め
て
い
た
小
笠
原
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
八
月
一
日
付
の
『
河
北
新
報
』
の
紙
面
上
に
広
告
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
が
原
因
だ
っ
た
と
い
う
。
来
場
者
か
ら
の
反

応
も
良
か
っ
た
う
え
に
、
期
間
終
了
後
も
問
い
合
わ
せ
が
相
次
ぎ
１
６

、
論
者
が
九
月
に
話
を
伺
っ
た
段
階
で
小
笠
原
氏
は
「
今
後
も
八
戸
市
の
イ
ベ
ン
ト
の
一

コ
ー
ナ
ー
と
し
て
も
っ
て
い
き
た
い
」
と
今
後
の
展
望
を
語
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
展
望
を
実
現
す
る
か
た
ち
で
、
早
く
も
同
年
一
〇
月
に
は
第
二
回
目
、

翌
年
二
月
に
は
第
三
回
目
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。 

 

第
二
回
目
は
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
二
‐
四
日
と
同
一
〇
‐
一
二
日
の
計
六
日
間
、
第
三
回
目
は
二
〇
一
〇
年
二
月
の
毎
週
土
・
日
曜
日
の
計
八
日
間
実
施
さ

れ
、
こ
れ
ら
と
第
一
回
目
と
を
合
わ
せ
た
二
〇
〇
九
年
度
の
実
証
事
業
の
結
果
は
、
延
べ
二
三
日
間
で
依
頼
が
四
〇
四
件
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
日
当
た

り
約
一
七
件
の
依
頼
が
あ
っ
た
計
算
と
な
り
、
実
施
時
間
や
料
金
設
定
か
ら
み
て
、
こ
の
結
果
は
事
業
の
成
功
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
加

え
て
、
利
用
者
の
内
訳
に
関
し
て
も
、
第
二
回
目
以
降
の
回
で
は
、
県
内
客
と
県
外
客
と
の
割
合
が
ほ
ぼ
同
等
と
な
っ
て
お
り
、
よ
っ
て
「
観
光
コ
ン
テ
ン
ツ
」

と
い
う
意
味
で
も
本
事
業
は
一
定
の
成
功
を
収
め
た
と
言
え
る
。 
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【表12-1】JR八戸駅（はちのへ総合観光プラザ）で行われた「イタコの口寄せ」

年 日程 協力イタコ 実施時間 料金（一霊当り）

1 2009 7月31日～8月4日（三社大祭期間中） OM，NT，MH 10～15時 ¥3,500

8月13～16日（お盆期間中）

2 　〃 10月2～4日 上記の内2名 9～17時 ¥4,500

10月10～12日

3 2010 2月の毎週土・日曜 OM，NT，MH 10～17時 ¥4,500

（2月6・7日、13・14日、20・21日、27・28日）

4 2010 7～11月の毎月1～5日（語呂で「イタコの日」） OM，NT，MH 10～16時 ¥4,500

7月31日（三社大祭前夜祭）

8月13～16日（お盆期間中）

5 2011 6～10月の毎月1～5日 OM，NT 10～15時 ¥4,500

7月31日（三社大祭前夜祭）

8月13～16日（お盆期間中）

6 2012 6～10月の毎月1～5日 OM 10～15時 ¥4,500

7月31日（三社大祭前夜祭）

8月13～16日（お盆期間中）

7 2013
7月1・3・6日
※実際の実施日は

7月1日、8月3～5日、9月1・2・5日、10月5・6日

OM，NT 10～15時 ¥4,500

 
 

 

試
験
運
用
で
好
評
を
博
し
た
結
果
、「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
は
翌
年
度
も
継
続
し
て
実
施
さ
れ
る

こ
と
が
決
定
し
、
そ
の
後
は
、
二
〇
一
三
年
度
に
至
る
ま
で
毎
年
定
期
的
に
行
わ
れ
て
い
る
状

況
に
あ
る
。
本
格
的
な
運
用
が
始
ま
っ
た
二
〇
一
〇
年
度
か
ら
は
毎
年
度
一
回
の
ペ
ー
ス
で
開

催
さ
れ
、
八
戸
三
社
大
祭
の
前
夜
祭
と
お
盆
の
期
間
中
、
そ
し
て
語
呂
で
「
イ
タ
コ
の
日
」
と

定
め
ら
れ
た
特
定
月
の
一
‐
五
日
が
実
施
日
と
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
主
戦
力
と

し
て
活
躍
し
て
き
た
イ
タ
コ
Ｏ
Ｍ
が
体
調
を
崩
し
た
た
め
か
、
二
〇
一
三
年
度
の
開
催
予
定
は

七
月
一
・
三
・
六
日
の
わ
ず
か
三
日
間
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。 

従
来
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
に
協
力
し
て
き
た
の
は
、
初
回
時
に
力
を
貸
し
た
八
戸
市
に
居

を
構
え
る
三
名
の
イ
タ
コ
達
で
あ
り
、
と
り
わ
け
近
年
は
自
宅
が
会
場
に
最
も
近
い
Ｏ
Ｍ
が
主

要
な
担
い
手
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｏ
Ｍ
は
二
〇
一
三
年
で
八
〇
歳
を
迎
え
た
う

え
に
身
体
の
調
子
が
優
れ
ず
、
長
年
参
加
し
て
き
た
恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
へ
の
出
席
も
二
〇
一

三
年
以
降
は
断
念
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｏ
Ｍ
と
共
に
協
力
者
を
務
め
て
き
た
Ｎ
Ｔ
も
、
や
は
り

二
〇
一
四
年
で
八
一
歳
と
い
う
年
齢
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
鑑
み
れ
ば
、「
イ
タ
コ
の
口
寄

せ
」
の
今
後
の
継
続
的
な
開
催
は
、
残
念
な
が
ら
非
常
に
難
し
い
状
況
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
に
し
て
も
、
二
〇
一
一
年
か
ら
は
参
加
す
る
イ
タ
コ
が
北
津
軽
郡
中

里
町
在
住
の
Ａ
Ｓ
（
女
性
、
一
九
三
九
年
生
れ
）
と
Ｏ
Ｍ
の
二
名
の
み
と
い
う
状
態
が
続
き
、

Ｏ
Ｍ
が
体
調
を
崩
し
た
二
〇
一
三
年
は
、
そ
の
穴
を
埋
め
る
か
の
ご
と
く
ま
だ
四
〇
代
の
イ
タ

コ
Ｍ
Ｈ
が
参
加
す
る
こ
と
で
、
辛
う
じ
て
二
名
体
制
の
イ
タ
コ
マ
チ
を
維
持
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
Ｍ
Ｈ
が
活
動
す
る
限
り
は
継
続
の
希
望
が
皆
無
で
は

な
い
も
の
の
、
そ
れ
は
Ｍ
Ｈ
の
多
大
な
る
負
担
の
う
え
に
成
立
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。 

 

二
〇
一
〇
年
度
（
第
四
回
目
）
以
降
の
依
頼
件
数
は
、
三
〇
日
間
の
会
期
中
に
、
二
〇
一
〇
年
度
が
三
九
八
件
、
二
〇
一
一
年
度
が
三
二
九
件
を
記
録
し
、
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さ
ら
に
二
〇
一
二
年
度
に
つ
い
て
も
、
二
〇
一
二
年
七
月
の
時
点
で
「
一
日
一
二
件
の
口
寄
せ
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
殆
ん
ど
埋
ま
っ
て
い
る
」
ほ
ど
の
活
況

を
呈
し
て
い
た
。
な
お
、
二
〇
一
三
年
度
に
つ
い
て
は
Ｏ
Ｍ
の
健
康
上
の
理
由
か
ら
、
公
表
さ
れ
て
い
た
日
程
（
七
月
一
・
三
・
六
日
）
と
は
異
な
る
日
取
り

で
口
寄
せ
が
実
施
さ
れ
、
七
月
六
日
、
八
月
三
・
四
・
五
日
、
九
月
一
・
二
・
五
日
、
一
〇
月
五
・
六
日
の
計
九
日
間
で
八
九
件
の
依
頼
が
あ
っ
た
。 

前
述
の
と
お
り
、
利
用
者
の
割
合
は
い
ず
れ
の
年
も
約
半
数
が
県
内
か
ら
、
も
う
半
数
が
県
外
か
ら
の
来
訪
者
と
い
っ
た
具
合
で
あ
り
、
前
者
の
居
住
地
域

と
し
て
は
八
戸
市
を
筆
頭
に
十
和
田
・
青
森
市
な
ど
の
地
域
が
挙
げ
ら
れ
、
後
者
の
そ
れ
は
大
阪
・
東
京
・
熊
本
・
埼
玉
な
ど
全
国
に
わ
た
っ
て
い
る
。
各
イ

タ
コ
の
「
リ
ピ
ー
タ
ー
」
も
存
在
し
、
イ
タ
コ
Ｍ
Ｈ
の
リ
ピ
ー
タ
ー
な
ど
は
彼
女
の
自
宅
に
赴
き
、
そ
こ
で
口
寄
せ
を
し
て
も
ら
っ
て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。 

 

本
事
業
の
利
用
者
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、
先
の
大
震
災
に
起
因
す
る
利
用
者
の
発
生
だ
ろ
う
。
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
起
こ
っ
た
未
曾
有
の
大
地

震
は
東
日
本
一
帯
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
、
と
り
わ
け
三
陸
の
太
平
洋
沿
岸
の
地
域
で
は
、
地
震
に
付
随
し
た
大
津
波
に
よ
っ
て
多
く
の
尊
い
生
命
が
失

わ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
二
〇
一
一
年
度
の
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
は
こ
の
震
災
か
ら
約
三
ヵ
月
後
の
六
月
に
開
始
さ
れ
、
七
月
以
降
、
災
禍
で
縁
者
を
亡
く

し
た
人
々
が
故
人
の
言
葉
を
求
め
て
本
事
業
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
様
子
は
、
イ
タ
コ
を
訪
ね
る
被
災
者
の
存
在
を
報
じ
た
『
朝
日
新
聞
（
朝
刊
・

青
森
版
）
』
二
〇
一
一
年
八
月
一
三
日
付
の
記
事
で
、
恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
と
共
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 

 

岩
手
県
宮
古
市
山
口
の
主
婦
中
沢
潤
子
さ
ん
（

70
）
は
同
県
田
老
町
で
商
店
を
経
営
し
て
い
た
兄
の
榊
精
一
さ
ん
（

75
）
を
津
波
で
亡
く
し
た
。
宮
古

市
内
で
葬
儀
店
も
経
営
し
、
息
子
２
人
事
業
を
任
せ
、
人
生
の
総
仕
上
げ
を
始
め
た
矢
先
だ
っ
た
。
兄
は
「
津
波
に
の
ま
れ
て
浮
か
ん
で
は
沈
み
を
繰
り

返
し
た
。
波
の
恐
ろ
し
さ
が
分
か
っ
た
。
家
族
を
よ
ろ
し
く
頼
む
」
と
後
を
託
し
た
と
い
う
。
「
何
も
告
げ
ず
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
気
持
ち
を
聞
き

た
か
っ
た
。
急
に
い
な
く
な
る
と
、
残
さ
れ
た
家
族
は
い
つ
ま
で
も
ふ
っ
と
帰
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
」
１
７ 

 こ
の
よ
う
に
、
観
光
資
源
の
開
発
を
目
指
し
て
始
め
ら
れ
た
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
は
、
震
災
後
、
期
せ
ず
し
て
大
切
な
人
を
失
っ
た
被
災
者
達
の
切
実
な

願
い
へ
の
対
応
と
い
う
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 
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第
四
節 

ま
か
ど
温
泉
ホ
テ
ル
の
〝
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
体
験
プ
ラ
ン
〟 

  

ま
か
ど
温
泉
ホ
テ
ル
は
、
下
北
半
島
の
玄
関
口
に
当
た
る
青
森
県
上
北
郡
野
辺
地
町
の
温
泉
地
「
馬
門
温
泉
」
に
存
在
し
た
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
で
あ
る
１
８

。

な
お
、
当
ホ
テ
ル
は
経
営
難
の
た
め
二
〇
一
四
年
を
も
っ
て
閉
館
し
、
現
在
は
、
同
施
設
を
買
い
取
っ
た
秋
田
共
栄
観
光
に
よ
っ
て
「
ま
か
ど
観
光
ホ
テ
ル
」

が
運
営
さ
れ
て
い
る
。 

馬
門
温
泉
は
、
戦
前
よ
り
湯
治
場
と
し
て
地
元
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
場
所
で
１
９

、
こ
の
歴
史
あ
る
温
泉
地
に
建
て
ら
れ
た
ま
か
ど
温
泉
ホ
テ
ル
は
、

当
地
で
唯
一
の
宿
泊
施
設
で
あ
っ
た
。
南
部
地
方
と
津
軽
地
方
を
繋
ぐ
青
い
森
鉄
道
線
の
中
間
地
点
、
か
つ
下
北
半
島
へ
と
伸
び
る
Ｊ
Ｒ
大
湊
線
の
分
岐
点
と

い
う
立
地
。
加
え
て
、
陸
奥
湾
で
採
れ
る
新
鮮
な
食
材
や
豊
富
な
自
然
、
温
泉
と
い
っ
た
ア
ピ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト
を
有
す
る
当
ホ
テ
ル
は
、
そ
う
し
た
数
あ
る
魅

力
の
一
つ
と
し
て
「
充
実
し
た
プ
ラ
ン
」
を
挙
げ
て
お
り
、
季
節
毎
に
様
々
な
プ
ラ
ン
を
提
案
し
て
き
た
。
〝
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
体
験
プ
ラ
ン
〟
は
、
こ
の
中

に
位
置
付
け
ら
れ
る
取
り
組
み
で
あ
る
。 

 

〝
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
体
験
プ
ラ
ン
〟
と
は
、
額
面
ど
お
り
、
イ
タ
コ
に
口
寄
せ
を
依
頼
す
る
権
利
が
付
さ
れ
た
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
の
こ
と
を
指
す
。
た
だ
し
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
前
述
の
特
徴
を
有
す
る
プ
ラ
ン
の
総
称
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
体
験
プ
ラ
ン
」
な
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
期
間
を
設
け
て
実
際
に
施
行
さ
れ
る
プ
ラ
ン
は
、
そ
の
都
度
内
容
や
実
施
条
件
に
差
異
が
あ
り
、
よ
っ
て
、
プ
ラ
ン
名
も
各
回
の
ウ
リ
を
反
映
し
て
毎
回

異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
ホ
テ
ル
が
主
催
者
で
は
な
い
プ
ラ
ン
も
存
在
し
、
本
論
で
は
こ
れ
も
〝
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
体
験
プ
ラ
ン
〟
の

中
に
位
置
付
け
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
〝
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
体
験
プ
ラ
ン
〟
の
例
と
し
て
、
二
〇
一
二
年
に
実
施
さ
れ
、
論
者

自
身
が
参
与
し
た
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
と
ま
か
ど
温
泉
１
泊
２
食
付
宿
泊
プ
ラ
ン
」
を
取
り
上
げ
、
実
態
の
記
述
を
行
っ
て
い
き
た
い
。 

 

「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
と
ま
か
ど
温
泉
１
泊
２
食
付
宿
泊
プ
ラ
ン
」
は
、
二
〇
一
二
年
四
月
一
日
‐
一
二
月
三
一
日
の
期
間
で
実
施
さ
れ
た
団
体
専
用
の
プ
ラ

ン
で
あ
る
。
論
者
は
、
二
〇
一
二
年
七
月
二
八
日
よ
り
一
泊
二
日
の
日
程
で
参
与
を
行
っ
た
。
具
体
的
な
内
容
へ
と
話
を
移
す
に
先
立
ち
、
ま
ず
は
主
催
者
の

口
寄
せ
に
対
す
る
価
値
付
け
に
つ
い
て
確
認
を
行
い
た
い
。
先
例
と
の
対
比
で
述
べ
れ
ば
、
ま
か
ど
温
泉
ホ
テ
ル
が
付
与
す
る
価
値
の
特
徴
は
、
そ
の
非
宗
教

性
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
左
に
挙
げ
た
の
は
、
ま
か
ど
温
泉
ホ
テ
ル
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
か
つ
て
掲
載
さ
れ
て
い
た
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
と
ま
か
ど
温
泉
１
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泊
２
食
付
宿
泊
プ
ラ
ン
」
、
な
ら
び
に
現
在
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
最
後
の
イ
タ
コ 

Ｍ
Ｓ
（
論
者
注
：
実
際
は
実
名
記
載
）
に
よ
る
口
寄
せ
体
験
宿
泊
プ
ラ
ン
」

の
紹
介
文
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
先
の
事
例
が
〝
大
切
な
故
人
と
の
語
ら
い
〟
と
し
て
前
景
化
し
て
い
た
宗
教
的
価
値
と
は
異
な
る
、
〝
貴
重
な
体
験
〟
と
い
う

価
値
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。 

 
 

 

「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
と
ま
か
ど
温
泉
１
泊
２
食
付
宿
泊
プ
ラ
ン
」 

 
 

あ
の
世
と
こ
の
世
に
生
き
る
人
の
仲
立
ち
と
な
り
、
今
は
亡
き
人
の
意
志
を
伝
達
し
ま
す
。 

ま
か
ど
温
泉
で
し
か
体
験
で
き
な
い
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
体
験
が
で
き
る
宿
泊
プ
ラ
ン
で
す
。
２
０ 

 

「
最
後
の
イ
タ
コ 

Ｍ
Ｓ
に
よ
る
口
寄
せ
体
験
宿
泊
プ
ラ
ン
」 

普
段
は
ツ
ア
ー
や
恐
山
で
し
か
体
験
で
き
な
い
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
。 

な
か
な
か
個
人
で
連
絡
を
つ
け
る
の
も
困
難
な
中
、
な
ん
と
今
回
２
日
間
限
定
で
個
人
様
向
け
に
プ
ラ
ン
を
作
成
い
た
し
ま
し
た
！ 

あ
の
世
と
こ
の
世
に
生
き
る
人
の
仲
立
ち
と
な
り
、
今
は
亡
き
人
の
意
志
を
伝
達
し
ま
す
。 

ま
か
ど
温
泉
で
し
か
体
験
で
き
な
い
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
体
験
！
！ 

口
寄
せ
を
お
受
け
に
な
る
時
間
以
外
は
、
当
ホ
テ
ル
自
慢
の
総
ヒ
バ
造
り
の
お
風
呂
で
ご
入
浴
等
、
各
自
の
予
定
に
合
わ
せ
て
ゆ
っ
た
り
と
お
過
ご
し
頂

け
ま
す
。 

な
か
な
か
体
験
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
【
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
】
を
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
ご
体
験
く
だ
さ
い
！
！
２
１ 

  

な
お
、
前
掲
の
プ
ラ
ン
は
い
ず
れ
も
ホ
テ
ル
が
主
体
と
な
っ
て
企
画
・
運
営
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ま
か
ど
温
泉
ホ
テ
ル
に
お
け
る
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
は
、

旅
行
会
社
が
主
催
す
る
ツ
ア
ー
の
一
部
と
し
て
も
実
施
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ク
ラ
ブ
ツ
ー
リ
ズ
ム
株
式
会
社
（
東
京
都
新
宿
区
）
が
二
〇
一
三
年
に
参
加

者
を
募
集
し
て
い
た
ツ
ア
ー
「
【
神
社
仏
閣
め
ぐ
り
の
旅
】
～

30
名
限
定
～ 

待
た
ず
に
じ
っ
く
り
イ
タ
コ
体
験 

国
有
形
文
化
財
「
更
上
閣
」
「
八
戸
・
お
庭
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え
ん
ぶ
り
」
」（
二
〇
一
四
年
二
月
実
施
予
定
）
に
は
、
ま
か
ど
温
泉
ホ
テ
ル
で
の
口
寄
せ
が
含
ま
れ
て
い
た
２
２

。
こ
の
場
合
、
口
寄
せ
に
対
す
る
価
値
付
け
の

主
体
は
ホ
テ
ル
側
で
は
な
く
、
ツ
ア
ー
を
運
営
・
提
供
す
る
旅
行
会
社
側
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ク
ラ
ブ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
例
に
関
し
て
言
え
ば
、
や
は
り
そ

の
価
値
は
〝
体
験
〟
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

八
戸
駅
に
お
け
る
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
に
つ
い
て
話
を
伺
っ
た
際
、
八
戸
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
の
小
田
氏
は
、
二
〇
一
〇
年
二
月
二
〇
日
に
実
施

さ
れ
た
「
え
ん
ぶ
り
」
を
観
る
た
め
の
ツ
ア
ー
で
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
口
寄
せ
を
行
い
、
実
際
五
件
の
申
し
込
み
が
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
企
画
は
「
お
ど
ろ

お
ど
ろ
し
い
」
と
い
う
理
由
か
ら
一
回
で
終
了
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
話
を
ホ
テ
ル
や
旅
行
会
社
が
示
す
価
値
と
重
ね
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
死
者
と

の
対
話
と
い
う
「
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
」
さ
を
孕
む
口
寄
せ
の
宗
教
性
は
、
口
寄
せ
を
自
文
化
と
し
な
い
多
く
の
人
々
に
対
し
て
発
す
る
価
値
に
は
し
づ
ら
い
、

む
し
ろ
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
む
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
企
画
者
に
は
認
識
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
八
戸
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
が
〝
大
切
な
故

人
と
の
語
ら
い
〟
と
共
に
提
示
す
る
〝
癒
し
〟
に
も
、
こ
う
し
た
認
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

続
い
て
プ
ラ
ン
の
中
身
に
移
れ
ば
、
論
者
が
参
与
し
た
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
と
ま
か
ど
温
泉
１
泊
２
食
付
宿
泊
プ
ラ
ン
」
は
、
基
本
的
に
一
〇
名
以
上
の
団

体
客
を
対
象
と
し
た
プ
ラ
ン
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
一
団
体
あ
た
り
五
口
以
上
の
口
寄
せ
の
依
頼
が
条
件
付
け
ら
れ
て
い
る
。 

料
金
は
、
一
泊
二
日
二
食
付
・
二
名
一
室
の
利
用
で
一
名
当
た
り
一
万
五
〇
〇
〇
円
（
休
前
日
は
一
〇
〇
〇
円
増
、
あ
く
ま
で
論
者
が
利
用
し
た
際
の
料
金

設
定
）
。
他
に
、
イ
タ
コ
を
一
名
呼
ぶ
に
付
き
車
代
一
万
五
七
五
〇
円
を
要
す
る
。
こ
れ
は
、
現
在
活
動
す
る
イ
タ
コ
が
八
戸
市
や
弘
前
市
に
居
を
構
え
て
お
り
、

彼
ら
を
各
々
の
自
宅
か
ら
五
〇
ｋ
ｍ
以
上
も
離
れ
た
野
辺
地
町
ま
で
送
迎
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
時
々
で
都
合
の
合
う
イ
タ
コ
に
協
力
を
求
め

て
い
る
た
め
、
特
定
の
イ
タ
コ
を
指
名
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
だ
だ
し
、
現
在
実
施
し
て
い
る
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、「
最
後
の
イ
タ
コ 

Ｍ
Ｓ
に
よ
る
口
寄

せ
体
験
宿
泊
プ
ラ
ン
」
と
銘
打
っ
て
い
る
よ
う
に
、
Ｍ
Ｓ
（
八
戸
市
在
住
）
と
い
う
特
定
の
イ
タ
コ
が
口
寄
せ
に
あ
た
っ
て
い
る
。「
最
後
の
イ
タ
コ
」
を
謳
っ

た
当
プ
ラ
ン
は
、
Ｍ
Ｓ
が
本
年
七
月
に
出
版
し
た
著
書
『
最
後
の
イ
タ
コ
』
（
扶
桑
社
）
に
由
来
す
る
企
画
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

こ
れ
ま
で
〝
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
体
験
プ
ラ
ン
〟
に
協
力
し
て
き
た
イ
タ
コ
と
し
て
は
、
Ｍ
Ｓ
以
外
に
Ｏ
Ｍ
（
八
戸
市
在
住
）
が
挙
げ
ら
れ
、
彼
ら
は
先
の
事

例
に
登
場
し
た
同
名
イ
タ
コ
と
同
じ
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
弘
前
市
在
住
の
カ
ミ
サ
マ
系
巫
者
・
Ｋ
Ｍ
（
女
性
、
七
〇
代
）
も
「
イ
タ
コ
」
と
し
て
巫
儀
を
務

め
て
お
り
、
こ
の
点
は
イ
タ
コ
の
現
状
お
よ
び
今
後
の
「
イ
タ
コ
」「
口
寄
せ
」
の
在
り
方
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
看
過
で
き
な
い
非
常
に
重
要
な
動
向
と
言
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え
る
。
Ｋ
Ｍ
の
詳
細
は
、
村
上
晶
「
消
え
ゆ
く
巫
俗
と
生
き
の
び
る
巫
者
―
ワ
カ
と
イ
タ
コ
を
事
例
と
し
て
―
」
を
参
照
さ
れ
た
い
２
３

。 

 

当
日
の
流
れ
を
列
記
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

①
ホ
テ
ル
に
到
着
。
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
の
後
、
夕
食
な
ら
び
に
口
寄
せ
の
開
始
時
間
を
設
定
す
る
（
夕
食
は
一
八
‐
二
〇
時
の
間
）
。 

②
夕
食
ま
で
の
間
、
部
屋
や
温
泉
で
自
由
に
過
ご
す
。 

③
夕
食
。 

④
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
。
会
場
は
ホ
テ
ル
一
階
の
「
マ
ジ
シ
ャ
ン
ル
ー
ム
・
カ
ラ
オ
ケ
ル
ー
ム
」
で
（
写
真

12
‐

6
）
、
平
生
は
カ
ラ
オ
ケ
ル
ー
ム
と
し
て
使
用

さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
防
音
の
個
室
の
一
つ
が
口
寄
せ
の
場
と
な
る
（
写
真

12
‐

7
）
。
口
寄
せ
を
依
頼
す
る
人
の
み
が
こ
の
個
室
に
入
り
、
順
番
を
待
つ
人
は

室
外
に
置
か
れ
た
ソ
フ
ァ
や
椅
子
に
座
っ
て
待
機
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
個
室
内
の
音
は
一
切
外
部
に
漏
れ
な
い
た
め
、
依
頼
者
は
他
者
の
耳
を
気
に
せ
ず
に

口
寄
せ
が
受
け
ら
れ
る
。 

ま
た
、
防
音
と
い
う
設
備
以
外
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
部
屋
の
内
装
で
あ
る
。
室
内
に
は
畳
が
敷
か
れ
る
共
に
、
イ
タ
コ
の
背
面
と
依
頼
者
の
右
側
に
あ
た

る
内
壁
に
、
そ
れ
ぞ
れ
恐
山
山
門
と
当
地
の
地
蔵
尊
を
写
し
た
ポ
ス
タ
ー
が
貼
ら
れ
て
い
る
（
写
真

12
‐

8
、

12
‐

9
）
。
伊
藤
康
博
は
、
「
青
森
の
イ
タ
コ
」

の
ブ
ラ
ン
ド
化
に
言
及
し
た
う
え
で
、
第
三
者
が
運
営
す
る
「
行
事
型
」
の
ホ
ト
ケ
オ
ロ
シ
が
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
を
志
向
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

当
事
例
に
も
同
様
の
傾
向
が
窺
わ
れ
る
２
４

。 

口
寄
せ
の
時
間
は
、
一
人
当
た
り
一
五
‐
二
〇
分
。
料
金
は
、
恐
山
や
巫
家
で
の
口
寄
せ
と
変
わ
ら
ず
一
口
三
〇
〇
〇
円
で
、
口
寄
せ
終
了
後
、
依
頼
者
が

イ
タ
コ
へ
直
接
支
払
う
。 

⑤
全
員
の
口
寄
せ
が
終
了
し
た
後
、
フ
ロ
ン
ト
に
口
寄
せ
の
終
了
を
告
げ
て
部
屋
へ
戻
る
。 

 

実
施
状
況 

 

〝
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
体
験
プ
ラ
ン
〟
の
定
量
的
な
実
施
状
況
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
概
況
に
つ
い
て
は
、
カ
ミ
サ
マ
系
巫
者
・
Ｋ
Ｍ 
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写真 12‐6 口寄せの会場（2012 年 7 月 28 日撮影）  

 

写真 12‐7 口寄せが行われているカラオケルーム  

（2012 年 7 月 28 日撮影）  
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の
話
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
可
能
だ
２
５

。
ま
ず
、
Ｋ
Ｍ
は
論
者
が
聞
き
取
り
を
行
っ
た
二
〇
一
三
年
七
月
の
段
階
で
「
（
論
者
注
：
ま
か
ど
温
泉
ホ
テ
ル
へ
口

 

写真 12‐8 個室の内部①（2012 年 7 月 28 日撮影）  

 

写真 12‐9 個室の内部②（2012 年 7 月 28 日撮影）  
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寄
せ
の
た
め
に
）
今
年
何
回
行
っ
た
か
分
か
ん
ね
、
私
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
Ｋ
Ｍ
の
と
こ
ろ
に
は
「
ア
ン
コ
ー
ル
」
が
く
る
と
い
い
、
昨
年
ま

か
ど
温
泉
ホ
テ
ル
に
来
た
団
体
客
に
呼
ば
れ
て
下
北
半
島
の
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
薬
研
へ
と
赴
き
、
夕
方
の
五
時
か
ら
深
夜
一
一
時
ま
で
「
口
寄
せ
」
を
行
っ
て
き

た
と
い
う
。
こ
の
団
体
に
関
し
て
言
え
ば
、
ど
う
や
ら
他
の
イ
タ
コ
に
も
口
寄
せ
を
依
頼
し
た
が
満
足
を
得
ら
れ
ず
、
そ
こ
で
再
度
Ｋ
Ｍ
に
「
口
寄
せ
」
を
頼

ん
だ
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
Ｋ
Ｍ
の
話
に
は
〝
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
体
験
プ
ラ
ン
〟
の
盛
況
ぶ
り
、
そ
し
て
先
例
の
「
リ
ピ
ー
タ
ー
」
と
同

じ
く
、
第
三
者
の
企
画
に
基
づ
く
口
寄
せ
が
新
た
な
信
者
を
生
み
出
し
て
い
く
様
子
が
垣
間
見
え
る
。 

さ
ら
に
、
Ｋ
Ｍ
は
利
用
者
の
内
実
に
も
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
〝
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
体
験
プ
ラ
ン
〟
に
や
っ
て
来
る
の
は
主
に
東
日
本
大
震
災
の

被
災
者
で
あ
る
と
い
い
、
津
波
の
被
害
が
甚
大
で
あ
っ
た
三
陸
の
沿
岸
部
か
ら
沢
山
の
人
が
口
寄
せ
を
求
め
て
ホ
テ
ル
を
訪
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

親
族
が
津
波
に
さ
ら
わ
れ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
人
も
少
数
で
は
な
い
と
み
ら
れ
、
Ｋ
Ｍ
は
「
辛
い
。
本
当
に
辛
い
。
そ
れ
で
も
遺
体
が
あ
が
っ
て
る
ん
だ
ば
い

い
ん
だ
け
ど
、
な
か
な
か
ね
」
と
心
境
を
吐
露
し
て
い
る
。「
気
仙
沼
の
旅
行
会
社
と
か
に
呼
ば
れ
る
」
と
Ｋ
Ｍ
が
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
述
の
人
々
は
ホ

テ
ル
が
直
接
主
催
す
る
プ
ラ
ン
で
は
な
く
、
旅
行
会
社
が
企
画
し
た
ツ
ア
ー
を
利
用
し
て
当
地
を
訪
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
実
際
、
震
災
後
に
は
、
被
災

地
の
旅
行
会
社
な
い
し
企
業
を
主
催
者
と
し
た
〝
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
ツ
ア
ー
〟
が
複
数
見
受
け
ら
れ
、
そ
の
中
に
は
ま
か
ど
温
泉
ホ
テ
ル
で
口
寄
せ
を
行
う
ツ

ア
ー
も
存
在
し
て
い
た
２
６

。 

 

第
五
節 

考
察 

  

イ
タ
コ
研
究
の
牽
引
者
で
あ
る
桜
井
徳
太
郎
と
高
松
敬
吉
は
、
各
々
の
著
書
（
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
（
上
巻
）
』
、
『
巫
俗
と
他
界
観
に
関
す
る
民
俗
学
的

研
究
』
）
の
中
で
「
イ
ベ
ン
ト
型
口
寄
せ
」
に
言
及
し
て
い
る
。
彼
ら
が
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
本
章
の
事
例
と
同
様
、
主
催
者
が
口
寄
せ
に
「
観
光
資
源
」

と
し
て
の
価
値
を
認
め
て
い
る
ケ
ー
ス
で
あ
り
２
７

、
両
者
は
こ
う
し
た
〝
主
催
者
に
と
っ
て
の
口
寄
せ
の
価
値
〟
す
な
わ
ち
〝
主
催
者
側
の
文
脈
〟
を
鑑
み
た

う
え
で
、
イ
ベ
ン
ト
の
利
用
者
を
「
観
光
客
」
と
位
置
付
け
て
き
た
。 

明
確
に
定
義
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
こ
の
「
観
光
客
」
な
る
語
に
は
お
よ
そ
二
つ
の
含
意
を
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
つ
は
、
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空
間
的
な
認
識
に
基
づ
く
「
他
の
土
地
か
ら
の
来
訪
者
」
の
意
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
目
的
意
識
に
基
づ
く
「
信
仰
を
目
的
と
し
な
い
者
」
の
意
で
あ
る
２
８

。

し
か
し
な
が
ら
、
〝
主
催
者
側
の
文
脈
〟
や
〝
価
値
〟
が
、
「
イ
ベ
ン
ト
型
口
寄
せ
」
を
利
用
す
る
人
々
の
実
態
と
必
ず
し
も
一
致
す
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
、

本
章
の
事
例
が
示
す
と
お
り
で
あ
る
。 

 

 

ま
ず
、
空
間
的
な
観
点
に
関
し
て
言
え
ば
、
観
光
資
源
と
し
て
の
「
イ
ベ
ン
ト
型
口
寄
せ
」
の
主
要
な
担
い
手
は
、
決
し
て
イ
タ
コ
の
成
立
基
盤
以
外
の
地

域
に
住
む
人
々
に
限
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
八
戸
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
の
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
に
見
ら
れ
た
特
徴
で
あ
り
、
本
事
業
に
お

け
る
利
用
者
の
内
訳
は
、
県
外
客
と
県
内
客
が
ほ
ぼ
同
数
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
観
光
客
」
を
想
定
し
て
作
ら
れ
た
イ
ベ
ン
ト
の
利
用
者
の
五
割

が
、
実
は
地
元
住
民
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
青
森
県
は
民
俗
文
化
と
し
て
の
イ
タ
コ
の
成
立
基
盤
と
な
っ
て
き
た
地
域
で
あ
る
。
そ
う
し

た
地
域
の
人
々
が
、
わ
ざ
わ
ざ
イ
タ
コ
を
「
異
文
化
」
と
す
る
地
域
の
人
々
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
〝
窓
口
〟
を
訪
れ
て
い
る
現
状
と
は
、
他
で
も
な
い
、
イ

タ
コ
が
当
該
地
域
の
住
民
に
と
っ
て
既
に
身
近
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
イ
タ
コ
の
減
少
や
、
社
会
の
変
化
、
世
代
間
継
承
の

不
具
合
と
い
っ
た
複
数
の
要
因
が
作
用
し
た
結
果
、
イ
タ
コ
は
本
来
そ
れ
を
支
え
て
き
た
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
、
イ
ベ
ン
ト
と
い
う
機
会
を
利
用
し
な
け
れ

ば
会
え
な
い
、
も
し
く
は
第
三
者
が
き
っ
か
け
を
与
え
な
け
れ
ば
接
触
し
づ
ら
い
ほ
ど
に
、
縁
遠
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
八
戸
観
光
コ
ン

ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
の
事
例
は
、「
イ
ベ
ン
ト
型
口
寄
せ
」
が
「
観
光
客
」
に
と
っ
て
の
窓
口
だ
け
で
は
な
く
、
イ
タ
コ
の
成
立
基
盤
内
の
人
々
に
と
っ
て
の
窓
口

で
も
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。 

 

次
に
、
目
的
意
識
の
点
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
は
二
つ
の
事
例
に
共
通
す
る
震
災
の
被
災
者
に
よ
る
利
用
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
そ
の
目
的
が
「
非
信
仰
」
で

割
り
き
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ま
た
、
イ
ベ
ン
ト
を
契
機
と
し
た
「
リ
ピ
ー
タ
ー
」
の
存
在
に
鑑
み
た
場
合
、「
イ
ベ
ン
ト
型
口
寄
せ
」
は

イ
タ
コ
の
新
た
な
信
者
を
生
み
出
す
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
、
過
言
で
は
な
い
。
以
上
の
様
相
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
イ
ベ
ン
ト
を
主
催

す
る
第
三
者
の
文
脈
お
よ
び
彼
ら
が
口
寄
せ
に
付
与
す
る
価
値
と
、
イ
ベ
ン
ト
を
実
際
に
利
用
す
る
人
々
と
の
間
に
存
在
す
る
ギ
ャ
ッ
プ
で
あ
る
。 

 

確
か
に
、
桜
井
達
が
調
査
を
行
っ
た
当
時
は
青
森
県
内
に
お
け
る
イ
タ
コ
の
数
も
ま
だ
多
く
、
イ
タ
コ
の
人
気
が
非
常
に
高
ま
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
「
観
光
客
」
と
い
う
語
で
表
現
す
る
の
が
極
め
て
妥
当
な
、
「
イ
ベ
ン
ト
型
口
寄
せ
」
の
利
用
者
が
大
勢
い
た
こ
と
は
事
実
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本

章
で
取
り
上
げ
た
二
つ
の
事
例
が
示
す
「
企
画
と
実
態
の
ズ
レ
」
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
桜
井
や
高
松
が
「
観
光
客
」
の
も
の
と
し
て
語
っ
て
き
た
「
イ
ベ
ン
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ト
型
口
寄
せ
」
と
は
、
果
た
し
て
「
観
光
客
」
と
の
間
で
の
み
機
能
し
て
き
た
巫
業
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
再
検
討
の
余
地
は
十
分
に
あ
る
。 

 

「
イ
ベ
ン
ト
型
口
寄
せ
」
は
、
表
象
（
あ
る
い
は
情
報
、
コ
ン
テ
ン
ツ
）
が
力
を
持
ち
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
増
し
て
い
く
状
況
下
に
お
い
て
、
人
々
が
そ
れ
を

個
々
の
い
か
な
る
文
脈
に
位
置
付
け
、
血
肉
化
し
て
い
く
の
か
と
い
う
、
デ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
研
究
の
重
要
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
デ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
／
受

容
の
局
面
を
欠
い
た
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
研
究
と
は
、
あ
く
ま
で
「
一
面
の
事
実
」
を
照
射
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。 
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１ 
伊
藤
康
博
「
ホ
ト
ケ
オ
ロ
シ
習
俗
の
変
化
の
様
相
―
秋
田
県
を
事
例
と
し
て
―
」
、
『
都
市
民
俗
研
究
』
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
四
年
。 

２ 

例
え
ば
、
高
松
敬
吉
『
巫
俗
と
他
界
観
に
関
す
る
民
俗
学
的
研
究
』
（
伝
統
と
現
代
社
、
一
九
八
三
年
、
二
四
‐
三
二
頁
）
や
、
桜
井
徳
太
郎
『
日
本
の
シ

ャ
マ
ニ
ズ
ム
上
巻
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
、
一
四
六
‐
一
四
七
、
一
九
〇
頁
）
。 

３ 

「
「
恐
山
の
い
た
こ
」
実
演
に
人
気
」
、
『
読
売
新
聞
（
朝
刊
）
』
一
九
六
七
年
二
月
一
一
日
付
。 

４

「
下
北
観
光
に
８
５
万
人
」
、
『
東
奥
日
報
（
夕
刊
）
』
一
九
七
三
年
一
一
月
二
〇
日
付
。 

５ 

津
川
武
一
『
巫
女
―
神
憑
り
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
』
民
衆
社
、
一
九
八
九
年
、
六
七
頁
。 

６ 

高
松
、
前
掲
、
二
八
頁
。
津
川
、
前
掲
、
六
六
頁
。
伊
藤
、
前
掲
。 

７ 

「
社
団
法
人
黒
石
観
光
協
会
Ｈ
Ｐ
／
活
彩
あ
お
も
り
大
祭
典
」h

ttp
://k

u
r
o

is
h

i.o
r.jp

/o
ld

h
o

m
e

p
a

g
e

/d
o

m
e

0
2

.h
tm

（
ア
ク
セ
ス
日
：
二
〇
一
三
年
一

一
月
一
七
日
）
。 

８ 

「
人
出
一
万
賑
わ
う
」
、
『
デ
ー
リ
ー
東
北
』
一
九
六
四
年
七
月
三
〇
日
付
。
「
一
、
二
日
に
地
蔵
尊
ま
つ
り
」
、
『
東
奥
日
報
（
朝
刊
）
』
一
九
七
〇
年
七
月
三

〇
日
付
。
「
名
川
春
ま
つ
り
ど
っ
と
五
千
人
」
、
『
東
奥
日
報
（
朝
刊
）
』
一
九
七
一
年
五
月
九
日
付
。 

９ 

「
広
告
：
焼
山
で
イ
タ
コ
ま
つ
り
」
、
『
デ
ー
リ
ー
東
北
』
一
九
七
二
年
八
月
二
五
日
付
。
高
松
、
前
掲
、
二
四
頁
。 

１
０ 

二
〇
〇
九
年
九
月
八
日
、
二
〇
一
二
年
七
月
二
五
日
、
二
〇
一
四
年
三
月
一
四
日
に
聞
き
取
り
を
実
施
。 

１
１ 

八
戸
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
編
『
南
部
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
』
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
非
売
品
）
。
「
八
戸
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
Ｈ
Ｐ
／
お
知
ら
せ
」

（h
ttp

://w
w

w
.h

a
c
h

in
o

h
e

-c
b

.jp
/u

p
d

a
te

.h
tm

l

、
ア
ク
セ
ス
日
：
二
〇
一
二
年
七
月
一
一
日
、
二
〇
一
三
年
六
月
一
四
日
）
。 

１
２

「
イ
タ
コ
口
寄
せ
人
気
」
、
『
デ
ー
リ
ー
東
北
』
二
〇
〇
九
年
八
月
一
日
付
。 

１
３

「
イ
タ
コ
「
口
寄
せ
」
国
助
成
で
研
究
」
（
『
読
売
新
聞
（
東
京
・
夕
刊
）
』
、
二
〇
一
〇
年
八
月
一
四
日
付
）
な
ど
。 

１
４ 

た
だ
し
、
観
光
案
内
所
と
い
う
実
施
場
所
に
関
し
て
、
協
会
側
は
「
祭
壇
が
な
い
と
こ
ろ
で
や
っ
て
も
い
い
の
か
と
い
う
点
が
気
に
な
っ
た
」「
恐
山
の
場

合
は
、
一
応
「
霊
場
」
と
い
う
場
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
場
所
で
な
い
と
こ
ろ
で
口
寄
せ
を
し
て
よ
い
の
か
気
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て
お
り
、
宗
教
性
を
持
た

な
い
場
と
い
う
点
で
、
若
干
の
危
惧
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。 

１
５ 

桜
井
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
下
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
、
一
一
頁
。 

１
６ 

「
好
評 

イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
、
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
・
青
森
版
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
三
日
付
。 

１
７ 

「
恐
山
・
八
戸 

イ
タ
コ
を
訪
れ
る
被
災
者
た
ち
」
（
『
朝
日
新
聞
（
朝
刊
・
青
森
版
）
』
、
二
〇
一
一
年
八
月
一
三
日
付
。 

１
８ 

ま
か
ど
温
泉
ホ
テ
ル
所
在
地
：
青
森
県
上
北
郡
野
辺
地
町
字
湯
沢
九
。 

１
９ 

大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
編
『
日
本
温
泉
案
内 

東
部
篇
』
（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
一
九
三
〇
年
）
で
は
、
そ
の
歴
史
を
「
往
時
は
村
営
で
あ
つ
た
が
、

文
政
年
間
に
私
営
に
移
り
、
以
て
今
日
に
至
つ
て
る
」
（
五
六
六
頁
）
と
説
い
て
い
る
。 

２
０ 

「
ま
か
ど
温
泉
ホ
テ
ル
Ｈ
Ｐ
／
最
新
情
報
」
（h

ttp
://w

w
w

.m
a

k
a

d
o

o
n

s
e

n
.jp

/n
e

w
s
/?

p
=

5
4

9

、
ア
ク
セ
ス
日
：
二
〇
一
二
年
七
月
三
〇
日
）
。 

２
１ 

「
ま
か
ど
温
泉
ホ
テ
ル
Ｈ
Ｐ
／
空
室
検
索
」

（h
ttp

s
://a

s
p

.h
o

te
l-s

to
r
y
.n

e
.jp

/v
e

r
3

d
/A

S
P

P
0

2
0

0
.a

s
p

?
h

id
S

E
L

E
C

T
P

L
A

N
=

A
0

R
I
F

&
h

id
S

E
L

E
C

T
C

O
D

1
=

0
0

0
0

7
&

h
id

S
E

L
E

C
T

C
O

D
2

=
0

0
1

、

ア
ク
セ
ス
日
：
一
一
月
二
一
日
）
。 

２
２ 

「
ク
ラ
ブ
ツ
ー
リ
ズ
ム
Ｈ
Ｐ
／
【
神
社
仏
閣
め
ぐ
り
の
旅
】
～
３
０
名
限
定
～ 

待
た
ず
に
じ
っ
く
り
イ
タ
コ
体
験 

国
有
形
文
化
財
「
更
上
閣
」
と
「
八
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戸
・
お
庭
え
ん
ぶ
り
」
」

（h
ttp

://to
u

r.c
lu

b
-t.c

o
m

/v
s
to

u
r
/W

E
B

/w
e

b
_

to
u

r
3

_
to

u
r
_

tm
p

.a
s
p

x
?

p
_

c
o

m
p

a
n

y
_

c
d

=
1

0
0

2
0

0
0

&
p

_
c
o

u
r
s
e

_
n

o
=

3
3

8
2

8
5

&
p

_
d

a
te

=
&

p
_

fr
o

m
=

8
0

0
0

0
0

&
p

_
a

fs
e

t=
&

p
_

A
ffF

r
o

m
=

&
p

_
b

a
ita

i=
9

2
3

&
p

_
b

a
ita

i_
w

e
b

=
S

9
0

4
9

、
ア
ク
セ
ス
日
：
二
〇
一
三
年
一
二
月
二
日
）
。 

２
３ 

村
上
晶
「
消
え
ゆ
く
巫
俗
と
生
き
の
び
る
巫
者
―
ワ
カ
と
イ
タ
コ
を
事
例
と
し
て
―
」
、
『
宗
教
学
・
比
較
思
想
学
論
集
』
第
一
四
号
、
二
〇
一
三
年
。 

２
４

伊
藤
、
前
掲
。 

２
５ 

二
〇
一
三
年
七
月
三
一
日
、
川
倉
賽
の
河
原
地
蔵
尊
例
大
祭
に
て
聞
き
取
り
を
実
施
。
な
お
、
二
〇
一
三
年
現
在
、
川
倉
賽
の
河
原
地
蔵
尊
で
「
口
寄
せ
」

を
行
う
の
は
Ｋ
Ｍ
の
み
で
あ
る
。 

２
６ 

例
え
ば
、
宮
城
県
に
本
社
を
置
く
「
宮
交
観
光
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
」
は
、
二
〇
一
二
年
五
月
一
二
日
、
六
月
二
日
、
三
〇
日
出
発
で
「
「
イ
タ
コ
の
口
寄

せ
」
と
ま
か
ど
温
泉
ホ
テ
ル
に
泊
る
２
日
間
（
白
石
・
長
町
・
泉
中
央
・
古
川
・
仙
台
駅
前
発
、
一
泊
二
日
）
」
を
企
画
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
（
宮

交
観
光
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
Ｈ
Ｐ
、h

ttp
://w

w
w

.m
iy

a
k

o
h

-k
a

n
k

o
.c

o
.jp

/b
u

s
to

u
r
/in

d
e

x
.p

h
p

?
c
a

te
=

s
ta

y
_

to
…

、
ア
ク
セ
ス
日
：
二
〇
一
二
年
五
月
四

日
）
。 

２
７ 

具
体
的
に
は
、
下
北
地
方
の
巫
俗
を
記
述
す
る
中
で
「
恐
山
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
」
、
「
仏
ヶ
浦
地
蔵
ま
つ
り
」
（
桜
井
）
、
「
ニ
ュ
ー
薬
研
ホ
テ
ル
」
（
高
松
）

の
事
例
に
触
れ
て
い
る
。 

２
８ 

「
観
光
」
と
い
う
近
代
的
な
旅
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
宗
教
的
な
目
的
（
信
仰
）
が
成
立
し
う
る
こ
と
、
ま
た
宗
教
的
目
的
と
非
宗
教
的
な
目
的
と
が

両
立
し
得
る
こ
と
は
、
近
年
の
「
宗
教
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
研
究
が
示
す
通
り
で
あ
る
。
八
戸
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
の
口
寄
せ
に
対
す
る
価
値
付
け
は
、

ま
さ
に
こ
の
例
に
当
た
る
と
言
え
よ
う
。
だ
が
、
桜
井
徳
太
郎
は
前
掲
書
（
上
巻
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
、
「
観
光
」
と
「
信
仰
」
と
を
峻
別
し
て
い
る
。 

 

（
論
者
注
：
イ
タ
コ
文
化
の
）
目
も
当
て
ら
れ
な
い
衰
退
へ
の
急
降
下
は
最
近
の
観
光
ブ
ー
ム
、
恐
山
霊
場
観
の
再
復
興
で
、
再
び
頭
を
も
た
げ
て
き
た
。

し
か
し
、
そ
の
復
興
は
、
単
な
る
興
行
、
見
世
物
と
し
て
の
そ
れ
で
し
か
な
い
。
信
仰
の
情
熱
に
支
え
ら
れ
な
い
宗
教
行
事
は
、
文
字
通
り
仏
つ
く
っ
て

魂
を
忘
れ
る
形
骸
化
を
免
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
［
九
八
頁
］ 
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終
章 
結
論 

  

本
研
究
は
、「
イ
タ
コ
」
と
い
う
民
俗
宗
教
の
事
例
を
対
象
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
形
成
し
た
宗
教
表
象
が
、
そ
の
受
容
者
を
介
し
て
生
み
出
し
た
宗
教
的

現
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
宗
教
表
象
の
「
受
容
」
の
局
面
に
光
を
当
て
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

一
九
八
〇
年
代
に
淵
源
を
持
つ
日
本
の
「
宗
教
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
教
団
の
メ
デ
ィ
ア
利
用
に
焦
点
を
当
て
た
「
表
象
す
る
者
（
表

象
主
体
）
と
し
て
の
宗
教
」
か
ら
、
マ
ス
コ
ミ
発
信
の
報
道
や
娯
楽
番
組
の
よ
う
な
「
表
象
さ
れ
る
者
（
表
象
客
体
）
と
し
て
宗
教
」
へ
と
対
象
を
拡
大
し
つ

つ
、
着
実
に
研
究
の
蓄
積
を
増
や
し
て
き
た
。
だ
が
、
宗
教
表
象
の
発
信
過
程
に
当
た
る
エ
ン
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
分
析
が
進
む
一
方
、
当
該
プ
ロ
セ
ス
と
対
を

な
す
表
象
受
容
の
過
程
、
す
な
わ
ち
デ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
も
局
面
に
つ
い
て
は
、
研
究
の
本
格
化
か
ら
三
〇
年
が
経
過
し
よ
う
と
し
た
現
在
も
、
未
だ
十
分
な
検

討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。「
メ
デ
ィ
ア
」
が
エ
ン
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
（
情
報
発
信
）
と
デ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
（
情
報
受
容
）
と
い
う
ニ
つ
の
過
程
を
も
っ

て
成
立
し
得
る
概
念
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
う
え
で
、
一
方
向
的
な
情
報
発
信
を
特
徴
と
し
た
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
を
問
う
に
際
し
て
は
、
後
者
の
過
程
に
係

る
リ
ア
リ
テ
ィ
形
成
に
価
値
が
見
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
単
な
る
対
象
の
偏
り
な
ど
で
は
な
く
、
当
該
研
究
の
〝
不
備
〟
だ
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
こ
う
し
た
問
題
の
打
開
こ
そ
が
本
研
究
の
主
眼
で
あ
り
、
そ
の
打
開
策
の
骨
子
を
担
っ
て
い
た
の
が
、
表
象
の
「
主
体
」
で
も
「
客
体
」
で
も
な

く
、
「
受
け
手
」
の
位
置
に
「
情
報
化
社
会
の
宗
教
」
を
求
め
る
と
い
う
、
視
座
の
転
換
で
あ
っ
た
。 

 

で
は
、
本
研
究
に
よ
っ
て
照
射
さ
れ
た
「
情
報
化
社
会
の
宗
教
」
の
姿
と
は
、
一
体
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
こ
こ
で
は
、「
イ
タ
コ
」
と
い
う
事
例
を

通
じ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
具
体
相
を
今
一
度
整
理
し
、
こ
れ
ら
の
結
果
が
示
唆
す
る
「
情
報
化
社
会
の
宗
教
」
の
特
性
を
二
点
ほ
ど
指
摘
す
る
こ
と
で
、
本
研

究
の
結
論
と
し
た
い
。 

 

先
述
の
通
り
、
エ
ン
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
と
デ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
分
析
と
は
、
両
者
が
揃
っ
て
初
め
て
一
つ
の
メ
デ
ィ
ア
研
究
と
し
て
体
を
成
す
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
以
前
に
、
解
読
対
象
の
存
在
を
前
提
と
し
た
デ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
分
析
は
、
そ
も
そ
も
エ
ン
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
分
析
無
し
に
成
立
し
得
る
代
物
で
は
な
い
。

ゆ
え
に
、
本
研
究
で
は
扱
う
局
面
に
応
じ
て
「
第
一
部
」
「
第
二
部
」
の
別
を
設
け
、
二
段
階
構
成
で
事
例
の
分
析
を
行
っ
た
。 

 

エ
ン
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
局
面
に
対
応
し
た
第
一
部
で
は
、
活
字
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
「
大
衆
文
化
」
と
し
て
の
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《
イ
タ
コ
》
の
通
時
的
な
把
握
を
試
み
た
。
そ
の
具
体
相
を
確
認
す
る
に
先
立
ち
、
第
一
章
で
は
、《
イ
タ
コ
》
と
客
体
で
あ
る
「
民
俗
文
化
」
と
し
て
の
イ
タ

コ
と
の
関
係
を
論
じ
た
が
、
こ
こ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、「
対
象
の
再
文
脈
化
」
と
「
対
象
の
選
択
」
と
い
う
表
象
行
為
上
の
特
性
に
依
拠
し
た
二
者
間
の

ズ
レ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
続
く
《
イ
タ
コ
》
の
分
析
に
際
し
て
は
、
①
「
《
イ
タ
コ
》
が
民
俗
文
化
と
し
て
の
イ
タ
コ
の
い
か
な
る
部
分
を
焦
点
化
し
、
い

か
な
る
部
分
を
捨
象
な
い
し
後
景
化
し
て
い
る
の
か
」
、
②
「
《
イ
タ
コ
》
が
客
体
を
い
か
な
る
文
脈
に
置
き
、
い
か
な
る
意
味
を
付
与
し
て
い
る
の
か
」
を
視

座
に
据
え
、
特
徴
の
抽
出
を
図
っ
た
。 

 

大
衆
文
化
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
に
は
、
そ
の
動
向
か
ら
四
つ
の
時
代
区
分
「
黎
明
期
／
発
展
期
／
転
換
期
／
拡
散
期
」
の
設
定
が
可
能
で
あ
り
、
表
象
の

分
析
は
基
本
的
に
こ
れ
ら
の
区
分
ご
と
に
行
っ
た
。 

ま
ず
、
第
二
章
で
は
、
「
前
史
と
し
て
の
戦
前
」
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
連
続
性
の
高
い
「
黎
明
期
（
一
九
五
〇
年
代
）
」
と
「
発
展
期
（
一
九
六
〇
年
代
）
」

の
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
。
戦
後
の
日
本
社
会
に
生
じ
た
「
日
本
再
発
見
」
の
気
運
が
、
「
秘
境
」
と
「
楢
山
節
考
」
と
い
う
二
つ
の
文
脈
か
ら
「
恐
山
」
を
発

見
し
た
結
果
、《
イ
タ
コ
》
は
一
九
五
〇
年
代
頃
か
ら
《
恐
山
》
を
構
成
す
る
一
要
素
と
し
て
大
衆
文
化
に
姿
を
現
し
た
。
イ
タ
コ
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
目
に

留
ま
っ
た
最
大
の
要
因
は
、
人
々
の
要
請
す
る
魅
力
を
有
し
、
且
つ
地
域
社
会
の
外
に
も
開
か
れ
た
〝
場
〟
の
存
在
で
あ
り
、
こ
う
し
た
出
自
に
よ
っ
て
、《
イ

タ
コ
》
は
「
恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
」
と
い
う
特
定
の
一
局
面
を
切
り
取
る
ま
な
ざ
し
と
し
て
、
客
体
を
固
定
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
後
、

一
九
六
〇
年
代
に
は
早
く
も
「
《
イ
タ
コ
》
ブ
ー
ム
」
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
状
況
が
発
生
し
、
こ
こ
で
文
化
的
価
値
を
獲
得
し
た
《
イ
タ
コ
》
は
、
大
衆
文
化
の

中
に
一
定
の
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
た
。
だ
が
、
続
く
一
九
七
〇
年
代
に
顕
在
化
し
た
新
た
な
潮
流
は
、
既
存
の
《
イ
タ
コ
》
の
在
り
様
を
大
き
く
変
え
て
い

く
。
こ
れ
が
、
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
た
「
転
換
期
（
一
九
七
〇
年
代
‐
一
九
八
〇
年
代
）
」
で
あ
る
。 

第
三
章
で
は
、
前
章
で
確
認
し
た
「
発
展
期
（
一
九
六
〇
年
代
）
」
と
の
対
比
に
基
づ
き
、
一
九
七
〇
年
代
‐
一
九
八
〇
年
代
の
状
況
を
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー

ム
」
と
の
関
連
か
ら
論
じ
た
。
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
が
転
換
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
表
象
に
内
在
し
た
「
自
己
（
我
々
）
」
と
「
他
者
」
と
の
布
置
で
あ
り
、

従
来
の
「
我
々
」
に
と
っ
て
価
値
を
持
た
な
か
っ
た
《
イ
タ
コ
》
の
宗
教
性
に
「
オ
カ
ル
ト
」
の
価
値
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
、《
イ
タ
コ
》
は
「
他
者
の
文
化
」

か
ら
「
我
々
の
神
秘
な
る
知
」
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
。
《
イ
タ
コ
》
の
宗
教
性
が
「
大
衆
」
に
開
か
れ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
が
当
該

表
象
の
大
衆
文
化
で
の
定
着
に
寄
与
を
果
た
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
帰
属
領
域
の
移
行
に
伴
う
表
象
形
式
の
変
化
こ
そ
が
、「
拡
散
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期
（
一
九
九
〇
年
代
以
降
）
」
の
《
イ
タ
コ
》
を
特
徴
付
け
る
「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
」
の
形
成
を
促
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

第
四
章
で
試
み
ら
れ
た
の
は
、
そ
う
し
た
イ
タ
コ
に
関
す
る
「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
」
の
明
示
と
、
《
イ
タ
コ
》
に
与
え
た
影
響
の
考
察
で
あ
っ
た
。
巫
儀
を

対
象
に
単
純
化
と
一
般
化
が
押
し
進
め
ら
れ
、
宗
教
的
職
能
に
特
化
し
た
「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
」
が
形
成
さ
れ
た
結
果
、《
イ
タ
コ
》
は
「
シ
ャ
ー
マ
ン
」
と
ほ

ぼ
同
義
の
存
在
と
化
す
に
至
っ
て
い
た
。
単
純
か
つ
特
色
の
明
確
な
固
定
概
念
の
形
成
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
創
作
分
野
に
お
け
る
《
イ
タ
コ
》
利
用
の

活
発
化
、
ま
た
、
シ
ャ
ー
マ
ン
一
般
へ
の
敷
衍
に
繋
が
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 

な
お
、
《
イ
タ
コ
》
の
通
時
的
変
遷
に
つ
い
て
は
、
第
二
・
三
・
四
章
で
一
通
り
の
記
述
を
終
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
」
を
焦

点
化
す
る
《
イ
タ
コ
》
像
の
流
通
と
は
、「
恐
山
と
結
び
付
い
た
《
イ
タ
コ
》
像
の
普
及
」
で
あ
る
と
同
時
に
、「
イ
タ
コ
と
結
び
付
い
た
《
恐
山
》
像
の
普
及
」

で
も
あ
る
。
そ
こ
で
第
五
章
で
は
、「
恐
山
」
と
い
う
場
の
観
点
か
ら
再
度
《
イ
タ
コ
》
の
登
場
を
捉
え
直
し
、
第
二
部
で
展
開
さ
れ
る
「
恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
」

を
め
ぐ
る
議
論
の
土
台
形
成
を
図
っ
た
。
従
来
〝
場
〟
が
担
っ
て
き
た
死
者
と
生
者
の
媒
介
機
能
を
奪
取
す
る
こ
と
で
、《
イ
タ
コ
》
は
《
恐
山
》
を
「
死
者
に

会
え
る
山
」
か
ら
「
イ
タ
コ
を
通
じ
て
死
者
に
会
え
る
山
」
へ
と
変
え
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
仏
教
と
は
別
の
宗
教
的
権
威
」
の
台
頭
、
す
な
わ
ち
仏
教
の

希
薄
化
を
志
向
す
る
点
で
、
霊
場
管
理
者
で
あ
る
寺
院
に
と
っ
て
は
歓
迎
せ
ざ
る
変
化
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。 

こ
う
し
た
知
見
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
デ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
対
応
し
た
第
二
部
で
は
、
大
衆
文
化
と
し
て
の
《
イ
タ
コ
》
が
、
受
容
者
の
存
在
を
介
し
て
民

俗
文
化
の
領
域
に
も
た
ら
し
た
変
化
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。 

本
研
究
が
「
受
容
」
の
局
面
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
社
会
の
中
に
顕
在
化
し
た
局
面
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
そ
う
し
た
社
会
的
現
実
が
表
象

受
容
に
伴
う
個
人
の
リ
ア
リ
テ
ィ
形
成
を
前
提
と
し
て
い
る
以
上
、
表
象
の
流
通
と
受
容
者
の
認
識
と
の
影
響
関
係
を
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
す
る
こ
と
は
出

来
な
い
。
よ
っ
て
、「
受
容
」
の
社
会
的
諸
相
を
扱
う
に
先
立
ち
、
第
六
章
で
は
イ
タ
コ
に
関
す
る
知
識
の
保
有
状
況
を
質
問
紙
調
査
で
把
握
す
る
こ
と
で
、《
イ

タ
コ
》
が
受
容
者
の
認
知
形
成
に
与
え
る
影
響
の
検
討
を
行
っ
た
。
調
査
の
詳
細
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
が
、
こ
こ
で
得
ら
れ
た
結
果
は
「
認
知
の
獲
得
」
と

「
認
識
の
在
り
方
」
の
二
点
か
ら
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
《
イ
タ
コ
》
像
の
普
及
が
、
受
容
者
の
認
識
に
影
響
を
も
た
ら
し
得
る
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
結
果
の
上
に
成
立
し
て
い
る
の
が
、
第
七
章
以
降
の
議
論
で
あ
る
。 

 

第
七
章
で
は
、
表
象
受
容
者
の
民
俗
文
化
領
域
へ
の
参
入
を
促
し
た
要
因
と
し
て
、
ま
ず
は
観
光
分
野
を
例
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
以
外
の
情
報
発
信
者
に
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よ
る
《
イ
タ
コ
》
像
の
受
容
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
恐
山
観
光
の
振
興
を
担
う
二
つ
の
地
方
自
治
体
―
―
「
青
森
県
」
と
「
む
つ
市
」
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略

よ
り
見
え
て
き
た
の
は
、
知
名
度
の
高
さ
に
起
因
し
た
表
象
の
二
次
的
利
用
と
い
う
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
は
異
な
る
《
イ
タ
コ
》
の
媒
介
項
の
存
在
で
あ
る
。

民
俗
文
化
の
変
化
が
《
イ
タ
コ
》
と
の
関
係
で
語
ら
れ
る
際
、
従
来
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
き
た
の
は
「
民
俗
文
化
」
対
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
と
い
っ
た
二

項
対
立
的
な
構
図
で
あ
っ
た
。
だ
が
、《
イ
タ
コ
》
の
流
通
に
は
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
み
な
ら
ず
、
前
掲
の
よ
う
な
媒
介
項
の
存
在
も
大
い
に
寄
与
し
て
い
た
の

で
あ
り
、
な
か
で
も
観
光
は
、
表
象
客
体
と
「
大
衆
」
と
の
〝
出
会
い
〟
を
直
接
的
に
媒
介
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。 

 

こ
の
媒
介
項
の
存
在
を
視
野
に
、
表
象
受
容
者
の
民
俗
文
化
領
域
へ
の
参
入
と
、
こ
れ
に
起
因
し
た
当
該
領
域
に
お
け
る
変
化
に
つ
い
て
論
じ
た
の
が
、
第

八
章
か
ら
第
一
二
章
で
あ
る
。
恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
を
焦
点
化
す
る
《
イ
タ
コ
》
像
の
影
響
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
恐
山
と
い
う
場
を
め
ぐ
る
状
況
に
最

も
顕
著
に
表
れ
た
。
ゆ
え
に
、
第
八
章
か
ら
第
一
一
章
ま
で
は
、
全
て
恐
山
関
連
の
事
象
を
扱
っ
て
い
る
。 

 

第
八
章
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
期
間
を
対
象
に
、《
イ
タ
コ
》
＝
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
と
い
う
表
象
が
恐
山
に
も
た
ら
し
た
変
化
を
、
青
森
県
の
地
方

新
聞
で
あ
る
『
東
奥
日
報
』
『
デ
ー
リ
ー
東
北
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
恐
山
大
祭
」
関
連
記
事
か
ら
跡
付
け
た
。
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
が
ブ
ー
ム
の
様
相
を
呈
し
た

一
九
六
〇
年
代
頃
か
ら
、
恐
山
の
来
訪
者
数
は
飛
躍
的
な
伸
び
を
み
せ
て
お
り
、
当
該
表
象
を
受
容
す
る
者
達
の
参
入
は
、
彼
ら
の
表
象
消
費
行
動
を
介
し
て

①
「
霊
場
の
俗
化
」
、
②
「
霊
場
の
信
仰
面
に
お
け
る
イ
タ
コ
の
中
心
化
」
と
い
う
、
霊
場
の
管
理
者
で
あ
る
寺
院
に
と
っ
て
非
常
に
危
機
的
な
変
化
を
も
た
ら

す
こ
と
に
な
っ
た
。
今
日
に
至
る
ま
で
の
寺
と
イ
タ
コ
と
の
在
り
方
を
決
定
し
た
と
い
う
点
で
、
当
該
時
期
の
動
向
は
極
め
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。 

た
だ
し
、
場
に
係
る
表
象
の
普
及
が
来
訪
者
の
増
加
に
直
結
す
る
に
は
、
場
に
対
し
て
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
素
地
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
よ
っ
て
、

続
く
第
九
章
で
は
、
近
代
化
に
伴
う
恐
山
の
変
遷
と
い
う
マ
ク
ロ
な
問
題
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
第
八
章
で
確
認
し
た
変
化
の
土
台
と
な
る
大
正
期
の
「
観
光

化
」
に
焦
点
を
当
て
、
具
体
相
を
探
っ
た
。「
観
光
化
」
の
端
緒
と
な
っ
た
の
は
、
大
正
一
〇
年
に
完
成
し
た
大
湊
鉄
道
（
後
の
大
湊
線
）
の
敷
設
で
あ
っ
た
が
、

一
連
の
「
観
光
化
」
は
近
隣
地
域
に
お
け
る
従
来
型
の
参
詣
を
促
進
し
た
に
止
ま
り
、
当
地
を
地
域
的
霊
場
か
ら
日
本
有
数
の
霊
場
に
昇
格
さ
せ
る
ま
で
に
は

至
ら
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
恐
山
の
実
質
的
な
観
光
地
化
が
、
一
九
六
〇
年
代
の
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
ブ
ー
ム
の
産
物
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
本
研
究
全
体
の
趣
旨
に
照
ら
せ
ば
、
や
や
補
足
的
内
容
で
は
あ
る
も
の
の
、
第
二
部
の
支
柱
を
担
う
第
八
章
と
、
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る

第
一
〇
章
の
基
礎
を
成
す
点
で
、
本
章
は
非
常
に
重
要
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
占
め
る
と
言
え
よ
う
。 



335 

 

 

前
掲
の
議
論
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
第
一
〇
章
で
は
、
論
者
の
実
地
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
加
速
し
た
表
象
と
客
体
と
の
乖
離
が

も
た
ら
し
た
風
景
と
い
う
観
点
か
ら
、
恐
山
に
お
け
る
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
の
現
状
に
つ
い
て
報
告
を
行
っ
た
。
二
〇
一
四
年
時
点
で
、
恐
山
の
祭
典
に
参

加
す
る
「
イ
タ
コ
」
は
僅
か
三
名
で
あ
る
（
う
ち
一
名
は
、
秋
詣
り
に
は
参
加
し
な
か
っ
た
）
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
民
俗
文
化
領
域
の
実
態
と
は
裏
腹
に
、《
イ

タ
コ
》
と
い
う
表
象
が
今
な
お
再
生
産
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
は
、
第
四
章
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
三
名
の
イ
タ
コ
に
全
国
か
ら
や
っ
て
来
た
人
々
が
列

を
成
す
現
状
の
風
景
は
、
こ
の
表
象
と
実
態
と
の
乖
離
、
そ
し
て
「
死
者
と
の
語
ら
い
」
に
対
す
る
尽
き
な
い
需
要
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
よ

う
。 

 

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
の
普
及
は
、
恐
山
の
来
訪
者
を
脱
地
域
的
に
拡
大
し
、
当
地
を
一
地
方
の
聖
地
か
ら
、
日
本
有
数
の
霊
場

へ
と
変
貌
さ
せ
た
。
と
は
言
え
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
供
給
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
担
い
手
と
は
、
決
し
て
民
俗
文
化
と
し
て
イ
タ
コ
の
担
い
手
〝
以
外
〟
の
人
々

を
指
す
わ
け
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
第
一
一
章
で
は
、《
恐
山
の
イ
タ
コ
》
と
い
う
「
他
者
の
ま
な
ざ
し
」
を
客
体
側
が
い
か
に
受
容
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
下

北
地
方
に
お
け
る
文
化
的
自
己
表
象
と
し
て
の
〈
恐
山
信
仰
〉
の
再
編
を
例
に
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
。
一
九
五
〇
年
代
頃
よ
り
顕
在
化
し
た
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
の
ま
な
ざ
し
は
、
〈
恐
山
信
仰
〉
の
語
り
手
に
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
の
価
値
形
成
と
、
こ
れ
に
基
づ
く
〈
自
文
化
〉
の
再
規
定
を
促
し
た
。
そ
の
様
相

は
、
「
他
者
」
と
の
接
触
を
持
た
な
い
、
「
純
粋
な
」
民
俗
文
化
や
地
域
社
会
な
ど
は
存
在
し
得
な
い
と
い
う
事
実
の
明
示
を
も
っ
て
、
研
究
者
に
自
戒
を
迫
る

も
の
で
あ
っ
た
。 

 

《
イ
タ
コ
》
に
「
集
客
的
価
値
」
の
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
恐
山
を
め
ぐ
る
状
況
が
物
語
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
価
値
の
成
立
は
、
同
時
に
民
俗
文
化
と

し
て
の
イ
タ
コ
に
対
す
る
価
値
の
成
立
、
す
な
わ
ち
、
イ
タ
コ
の
消
費
財
化
な
い
し
観
光
資
源
化
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
価
値
の
成
立
に
伴
っ
て
生
じ

た
新
た
な
巫
業
、
そ
れ
が
「
イ
ベ
ン
ト
型
口
寄
せ
」
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
八
戸
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
が
主
催
し
た
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
と
、
ま
か

ど
温
泉
ホ
テ
ル
が
主
催
し
た
〝
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
体
験
プ
ラ
ン
〟
と
い
う
二
つ
の
事
例
の
記
述
を
も
っ
て
、
従
来
、「
イ
ベ
ン
ト
型
口
寄
せ
」
の
主
要
な
利
用
主

体
と
し
て
想
定
さ
れ
て
き
た
「
観
光
客
」
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
再
検
討
を
行
っ
た
。
こ
の
「
観
光
客
」
と
い
う
利
用
主
体
は
、
〝
主
催
者
側
の
文
脈
〟
に
依

拠
し
て
想
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
、
①
「
他
の
土
地
か
ら
の
来
訪
者
」
、
②
「
信
仰
を
目
的
と
し
な
い
者
」
と
い
う
二
つ
の
含
意
が
認
め
ら
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
章
で
明
ら
か
と
な
っ
た
「
イ
ベ
ン
ト
型
口
寄
せ
」
の
実
態
は
、
〝
主
催
者
側
の
文
脈
〟
や
〝
価
値
〟
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
お
ら
ず
、
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そ
の
結
果
は
、
あ
ら
た
め
て
デ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
研
究
の
重
要
性
を
痛
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

以
上
が
、
本
研
究
を
通
じ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
事
例
の
具
体
相
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
結
果
よ
り
浮
上
す
る
「
情
報
化
社
会
の
宗
教
」
の
特
性
は
、
次
の
二

点
で
あ
る
。 

 

一
つ
は
、
宗
教
の
〝
外
〟
に
位
置
す
る
「
他
者
」
の
権
威
化
、
す
な
わ
ち
他
律
性
の
高
ま
り
で
あ
る
。
宗
教
表
象
は
、
行
為
主
体
と
客
体
で
あ
る
宗
教
事
象

と
の
関
係
性
か
ら
、
表
象
主
体
を
宗
教
の
〝
内
〟
に
置
く
自
己
表
象
と
、
〝
外
〟
に
置
く
他
者
表
象
と
に
大
別
が
可
能
で
あ
っ
た
。
本
研
究
が
対
象
と
し
て
き

た
の
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
流
布
す
る
宗
教
表
象
の
大
多
数
を
占
め
、
我
々
が
度
々
接
触
し
て
い
る
だ
ろ
う
後
者
で
あ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
《
イ
タ
コ
》
の
受
容
に
伴
う
民
俗
文
化
の
変
容
は
、
「
他
者
」
の
作
り
出
し
た
聖
な
る
も
の
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介

し
て
、
聖
な
る
も
の
自
体
の
在
り
様
を
規
定
し
得
る
こ
と
の
証
左
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
宗
教
の
〝
外
〟
に
位
置
し
た
聖
性
の
創
出
主
体
、
い
わ
ば
、「
他

者
な
る
宗
教
的
権
威
」
と
し
て
の
マ
ス
コ
ミ
の
存
在
を
意
味
し
て
い
る
。 

 

商
業
の
価
値
基
準
で
聖
性
を
生
み
出
し
、
結
果
に
対
し
て
何
ら
責
任
を
負
わ
な
い
「
他
者
な
る
宗
教
的
権
威
」
が
、
宗
教
の
〝
内
〟
に
位
置
す
る
人
々
に
と

っ
て
、「
自
己
」
の
存
在
を
危
険
に
さ
ら
す
、
あ
る
種
の
脅
威
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
り
わ
け
、
聖
な
る
も
の
の
在
り
様
を
管
理
す
る
立
場
に
置
か

れ
た
当
事
者
と
し
て
の

・

・

・

・

・

・

・

宗
教
的
権
威
に
と
っ
て
、
こ
の
脅
威
が
極
め
て
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
恐
山
を
舞
台
と
し
た
寺
院
と
マ
ス
コ
ミ
と
の
闘
争
が

如
実
に
物
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
が
、
宗
教
の
表
象
主
体
を
〝
内
〟
か
ら
〝
外
〟
へ
と
拡
大
し
て
い
っ
た
結
果
、
聖
性
の
管
理
者
は
「
他
者

の
ま
な
ざ
し
」
と
い
う
脅
威
と
の
絶
え
間
な
い
闘
争
／
交
渉
の
中
に
「
自
己
」
を
構
築
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
よ
っ
て
、
表
象
受
容
者
を
介
し
た
影
響
の

み
な
ら
ず
、
〝
内
〟
に
お
け
る
「
自
己
」
規
定
へ
の
関
与
の
高
さ
で
も
、
マ
ス
コ
ミ
と
い
う
「
他
者
」
は
宗
教
に
対
し
て
非
常
に
大
き
な
権
力
を
有
し
て
い
る

と
言
え
よ
う
。 

 

本
研
究
で
明
ら
か
と
な
っ
た
《
イ
タ
コ
》
を
め
ぐ
る
諸
相
は
、
い
ず
れ
も
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
宗
教
表
象
が
受
容
者
の
宗
教
的
リ
ア

リ
テ
ィ
を
構
築
し
得
る
こ
と
、
そ
し
て
、
上
記
の
よ
う
な
受
容
者
の
認
知
形
成
を
介
し
て
客
体
に
作
用
し
、
新
た
な
宗
教
的
現
実
を
生
み
出
し
得
る
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
描
き
出
し
た
「
現
実
」
が
、
受
容
者
の
現
実
認
識
と
し
て
直
接
的
に
内
在
化
さ
れ
る
か
と
言
え
ば
、

決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
論
者
が
表
象
受
容
の
局
面
を
「
デ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
の
語
で
捉
え
て
き
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
受
容
者
個
人
の
保
有
す
る
コ
ー
ド
に
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依
拠
し
た
、「
解
釈
」
と
い
う
能
動
的
な
〝
読
み
〟
の
操
作
が
存
在
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、「
聖
性
の
創
出
主
体
」
で
あ
る
マ
ス
コ
ミ
に
認
め
ら
れ
る
権
力
と
は
、

あ
く
ま
で
限
定
的
な
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。
特
性
の
二
つ
目
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
マ
ス
コ
ミ
の
有
す
る
権
力
と
受
容
者
の
能
動
的
解
釈
の
上
に
成

り
立
つ
、
個
別
的
宗
教
世
界
の
集
合
で
あ
る
。 

 

イ
タ
コ
を
扱
っ
た
従
来
の
研
究
に
は
、
民
俗
文
化
を
近
代
の
社
会
シ
ス
テ
ム
よ
り
独
立
し
た
領
域
と
措
定
し
た
う
え
で
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
や
観
光
の
よ
う

な
シ
ス
テ
ム
に
起
因
す
る
事
象
を
「
偽
」
、
影
響
を
受
け
て
い
な
い
（
と
思
わ
れ
る
）
習
俗
を
「
真
」
と
捉
え
る
二
分
法
的
な
価
値
観
が
内
在
し
て
い
た
。
宗
教

事
象
に
こ
の
二
分
法
が
持
ち
込
ま
れ
る
場
合
、
「
真
／
偽
」
に
重
ね
て
「
聖
（
信
仰
）
／
俗
（
非
信
仰
）
」
の
別
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
分
析
に
使
用
さ

れ
た
「
信
仰
／
観
光
」
と
い
う
フ
レ
ー
ム
に
も
明
白
で
あ
る
。
だ
が
、
第
八
章
以
降
で
確
認
し
た
と
お
り
、《
イ
タ
コ
》
は
表
象
主
体
の
付
与
し
た
価
値
と
は
全

く
別
の
価
値
を
見
出
す
人
々
、
「
死
者
と
の
語
ら
い
」
と
い
う
宗
教
的
価
値
を
求
め
る
人
々
を
、
受
容
者
の
中
に
生
じ
さ
せ
て
い
た
。 

 

つ
ま
り
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
や
観
光
の
形
成
し
た
《
イ
タ
コ
》
像
は
、
受
容
者
各
人
の
コ
ー
ド
に
従
っ
た
解
釈
と
再
文
脈
化
に
よ
っ
て
、
受
容
者
ご
と
に
異

な
る
無
数
の
個
別
的
イ
タ
コ
な
い
し
口
寄
せ
像
を
産
出
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
人
々
は
〝
各
自
の
イ
タ
コ
〟
を
求
め
て
恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
や
「
イ
ベ
ン
ト
型

口
寄
せ
」
を
訪
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
第
一
の
特
性
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
れ
は
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
聖
別
さ
れ
た
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
と
い
う
対
象

に
、
共
通
の
基
盤
を
持
た
な
い
、
全
く
異
な
る
価
値
観
の
人
々
が
集
合
し
て
い
る
状
況
に
相
当
し
よ
う
。
宗
教
的
／
非
宗
教
的
価
値
の
混
在
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
死
者
と
の
語
ら
い
を
求
め
る
人
々
の
中
、
そ
し
て
彼
ら
と
イ
タ
コ
と
の
間
に
宗
教
観
に
関
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ

て
い
な
い
状
況
、
す
な
わ
ち
、
表
象
を
介
し
た
個
別
的
宗
教
世
界
の
集
合
と
い
う
宗
教
の
形
態
で
あ
る
。 

 

確
か
に
、
待
ち
時
間
の
長
い
恐
山
の
イ
タ
コ
マ
チ
等
で
は
、
依
頼
者
同
士
が
お
互
い
の
境
遇
を
語
り
合
う
場
面
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
漏
れ
聞
こ
え
る
他

者
の
口
寄
せ
の
内
容
に
共
感
し
、「
も
ら
い
泣
き
」
を
す
る
人
も
見
か
け
る
。
と
は
言
え
、
死
者
と
い
う
極
め
て
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
話
題
で
あ
る
が
ゆ
え
、
情
報

の
共
有
は
必
ず
し
も
図
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
図
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
共
有
が
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
可
能
性
は
否
め
な
い
。 

 

こ
う
し
た
宗
教
観
の
〝
非
共
有
〟
は
、
依
頼
者
同
士
の
み
な
ら
ず
、
イ
タ
コ
と
依
頼
者
と
の
間
で
も
生
じ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
口
寄
せ
に
際
し
、

基
本
的
に
イ
タ
コ
は
、
依
頼
者
か
ら
故
人
の
命
日
や
続
柄
と
い
っ
た
最
低
限
度
の
情
報
し
か
得
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
口
寄
せ
が
本
来
、
特
定
の
地
域
社
会
を

基
盤
と
し
た
、
イ
タ
コ
と
依
頼
者
と
の
社
会
的
文
脈
の
共
有
を
前
提
に
し
た
技
法
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
依
頼
者
と
同
じ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
属
す
る
場
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合
、
イ
タ
コ
は
自
身
の
有
す
る
価
値
観
を
、
依
頼
者
・
故
人
に
関
す
る
情
報
源
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
数
点
の
情
報
か
ら
の
み
で

も
、
イ
タ
コ
は
依
頼
者
の
求
め
る
死
者
像
を
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
要
さ
な
い
「
独
白
」
の
ス
タ
イ
ル
で
も
っ
て
、
依
頼
者
と
の
間
に
現
出
さ
せ
る
こ
と

が
出
来
る
と
言
え
よ
う
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
口
寄
せ
は
依
頼
者
の
宗
教
観
を
確
認
す
る
術
を
内
在
さ
せ
て
は
い
な
い
の
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
イ
タ
コ
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
生

じ
た
脱
地
域
的
な
依
頼
者
と
の
間
に
は
、
宗
教
観
に
関
し
て
情
報
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
宗
教
観
の
非
共
有
が
依
頼
者
の
要
望
へ
の
対

応
を
困
難
に
し
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
、
た
と
え
依
頼
者
の
求
め
る
死
者
像
が
表
出
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
宗
教
観

の
共
有
が
生
じ
て
い
な
い
事
実
は
、
注
目
に
値
す
る
。 

 

右
の
特
徴
は
、
宗
教
的
職
能
者
と
依
頼
者
と
の
一
対
一
の
関
係
を
基
礎
と
し
、
か
つ
「
死
」
の
領
域
を
扱
う
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
と
い
う
事
例
の
特
性
に

依
拠
す
る
部
分
も
大
き
い
と
推
測
さ
れ
る
。
だ
が
、
事
例
的
な
限
定
性
を
有
す
る
と
は
言
え
、
既
述
の
宗
教
形
態
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
生
起
し
た

形
態
で
あ
る
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
り
、
こ
の
状
況
を
出
現
せ
し
め
た
基
本
構
造
に
つ
い
て
は
、
他
の
事
例
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
高
い
。 

 

し
た
が
っ
て
、
本
研
究
の
事
例
よ
り
浮
上
し
た
二
つ
の
特
徴
を
、「
情
報
化
社
会
の
宗
教
」
一
般
の
特
性
と
し
て
昇
華
す
る
た
め
に
は
、
他
の
事
例
と
の
比
較

が
不
可
欠
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 
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【
引
用
参
考
文
献
一
覧
】
（
五
〇
音
順
） 

（
あ
） 

阿
部
美
哉
「
宗
教
運
動
と
宗
教
学
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
機
能
」
、
『
Ｍ
Ｍ
Ｅ
研
究
ノ
ー
ト
１
』
、
一
九
八
三
年
。 

阿
部
美
哉
「
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
宗
教
界
の
繁
栄
支
え
る
―
ア
メ
リ
カ
Ｔ
Ｖ
伝
道
師
の
実
態
―
」
、
『
世
界
週
報
』
第
六
八
巻
第
二
八
号
、
一
九
八
七
年
。 

阿
部
美
哉
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
情
報
化
社
会
と
宗
教
」
、
『
東
洋
学
術
研
究
』
第
二
八
巻
第
三
号
、
一
九
八
九
年
。 

阿
部
美
哉
「
メ
デ
ィ
ア
と
宗
教
運
動
―
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
形
式
と
宗
教
の
指
向
性
を
考
え
る
―
」
、
『
愛
知
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
一
九
号
、
一
九
八

九
年
。 

青
森
県
環
境
生
活
部
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
県
史
編
さ
ん
室
編
『
下
北
半
島
北
通
り
の
民
俗
』
青
森
県
、
二
〇
〇
二
年
。 

青
森
県
企
画
部
統
計
課
（
総
務
部
統
計
課
）
『
青
森
県
統
計
年
鑑
（
昭
和
３
５
・
３
７
・
４
２
・
５
０
・
５
６
／
平
成
元
年
）
』
青
森
県
企
画
統
計
課
、
一
九
六

二
・
一
九
六
四
・
一
九
六
九
・
一
九
七
七
・
一
九
八
二
・
一
九
九
一
・
一
九
六
二
年
。 

青
森
県
史
編
さ
ん
民
俗
部
会
編
『
青
森
県
史 

民
俗
編 
資
料
南
部
』
青
森
県
、
二
〇
〇
一
年
。 

青
森
県
史
編
さ
ん
民
俗
部
会
編
『
青
森
県
史 

民
俗
編 

資
料
下
北
』
青
森
県
、
二
〇
〇
七
年
。 

青
森
県
史
編
さ
ん
民
俗
部
会
編
『
青
森
県
史 

民
俗
編 

資
料
津
軽
』
青
森
県
、
二
〇
一
四
年
。 

青
森
県
立
郷
土
館
民
俗
分
野
「
青
森
県
南
部
地
方
巫
女
習
俗
調
査
（
第
一
次
報
告
）
」
、
『
青
森
県
立
郷
土
館
調
査
研
究
年
報
』
第
三
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
。 

青
山
克
彌
「
口
寄
せ
巫
女
採
訪
ノ
ー
ト
・
津
軽
篇
」
、
『
金
沢
女
子
短
期
大
学
学
葉
』
第
一
〇
号
、
一
九
八
六
年
。 

姉
崎
正
治
「
中
奥
の
民
間
信
仰
」
、
『
哲
学
雑
誌
』
第
一
二
巻
第
一
三
〇
号
、
一
八
九
七
年
。 

新
井
一
寛 

岩
谷
彩
子 

葛
西
賢
太
編
『
映
像
に
や
ど
る
宗
教
、
宗
教
を
う
つ
す
映
像
』
せ
り
か
書
房
、
二
〇
一
一
年
。 

新
間
智
照
「
情
報
化
社
会
と
宗
教
」
、
『
日
蓮
宗
・
現
代
宗
教
研
究
所
所
報
』N

o
.4

、
一
九
七
〇
年
。 

安
治
博
道
『
新
撰
鉄
道
旅
行
案
内
』
駸
々
堂
旅
行
案
内
部
、
一
九
二
三
年
。 

ア
ー
リ
、
ジ
ョ
ン 

ラ
ー
ス
ン
、
ヨ
ー
ナ
ス
著 

加
太
宏
邦
訳
『
観
光
の
ま
な
ざ
し
―
現
代
社
会
に
お
け
る
レ
ジ
ャ
ー
と
旅
行
―
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
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）
。 

飯
倉
義
之
「
〈
霊
〉
は
清
か
に
見
え
ね
ど
も
―
「
中
岡
俊
哉
の
心
霊
写
真
」
と
い
う
〈
常
識
〉
―
」
、
一
柳
廣
孝
編
『
オ
カ
ル
ト
の
帝
国
―
１
９
７
０
年
代
の
日

本
を
読
む
―
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
六
年
。 

飯
倉
義
之
「
美
し
い
地
球
の
〈
秘
境
〉
―
〈
オ
カ
ル
ト
〉
の
揺
籃
と
し
て
の
一
九
六
〇
年
代
〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
―
」
、
吉
田
司
雄
編
『
オ
カ
ル
ト
の
惑
星
―
１
９

８
０
年
代
、
も
う
一
つ
世
界
地
図
―
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
九
年
。 

飯
田
卓
「
電
子
メ
デ
ィ
ア
を
飼
い
な
ら
す
」
、
飯
田
卓
・
原
知
章
編
『
電
子
メ
デ
ィ
ア
を
飼
い
な
ら
す
―
異
文
化
を
橋
渡
す
フ
ィ
ー
ル
ド
研
究
の
視
座
』
せ
り
か

書
房
、
二
〇
〇
五
年
。 

生
駒
孝
彰
『
ブ
ラ
ウ
ン
管
の
神
々
』
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
八
七
年
。 

生
駒
孝
彰
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
中
の
神
々
』
平
凡
社
、
一
九
九
九
年
。 

池
上
良
正
「
津
軽
赤
倉
信
仰
覚
書
―
ゴ
ミ
ソ
系
カ
ミ
サ
マ
の
活
動
を
中
心
に
―
」
、
『
文
経
論
叢 

人
文
学
科
篇
』
第
四
号
、
一
九
八
四
年
。 

池
上
良
正
「
津
軽
の
民
間
祈
祷
師
に
お
け
る
「
救
い
」
―
先
祖
の
「
因
縁
罪
障
」
を
中
心
に
―
」
、
『
季
刊
人
類
学
』
第
一
六
巻
第
四
号
、
一
九
八
五
年
。 

池
上
良
正
『
津
軽
の
カ
ミ
サ
マ
―
救
い
の
構
造
を
た
ず
ね
て
―
』
ど
う
ぶ
つ
社
、
一
九
八
七
年
。 

池
上
良
正
「
統
計
資
料
か
ら
み
た
青
森
県
の
女
性
宗
教
者
―
民
間
信
仰
の
基
盤
を
探
る
―
」
、
『
北
奥
文
化
』
第
九
号
、
一
九
八
八
年
。 

池
上
良
正
「
解
説
」
、
佐
々
木
宏
幹
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
世
界
』
講
談
社
、
一
九
九
二
年
。 

池
上
良
正
『
民
俗
宗
教
と
救
い
』
淡
交
社
、
一
九
九
二
年
。 

池
上
良
正
『
民
間
巫
者
信
仰
の
研
究
―
宗
教
学
の
視
点
か
ら
―
』
未
来
社
、
一
九
九
九
年
。 

池
上
良
正
「
津
軽
の
カ
ミ
サ
マ
―
Ｔ
お
婆
さ
ん
の
思
い
出
に
よ
せ
て
―
」
、
『
東
北
学
』v

o
l.2

、
二
〇
〇
〇
年
。 

池
上
良
正
・
中
牧
弘
允
編
『
情
報
時
代
は
宗
教
を
変
え
る
か
―
伝
統
宗
教
か
ら
オ
ウ
ム
真
理
教
ま
で
―
』
弘
文
堂
、
一
九
九
六
年
。 

石
井
研
士
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
宗
教
テ
レ
ビ
の
現
状
」
、
『
宗
教
研
究
』
第
六
〇
巻
第
二
号
、
一
九
八
六
年
。 
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石
井
研
士
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
宗
教
テ
レ
ビ
の
現
状
（
大
会
発
表
要
旨
）
」
、
『
宗
教
研
究
』
第
六
〇
巻
第
四
号
、
一
九
八
七
年
。 

石
井
研
士
「
ニ
ュ
ー
・
メ
デ
ィ
ア
時
代
の
宗
教
の
ゆ
く
え
―
生
駒
孝
彰
『
ブ
ラ
ウ
ン
管
の
神
々
』
を
読
ん
で
―
」
、
『
本
の
ひ
ろ
ば
』
第
三
五
〇
号
、
一
九
八
七

年
。 

石
井
研
士
「
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
は
宗
教
を
変
え
る
か
」
、
『
宗
教
情
報
』N

o
.1

7

、
一
九
八
八
年
。 

石
井
研
士
「
宗
教
教
団
の
ニ
ュ
ー
・
メ
デ
ィ
ア
利
用
」
、
『
宗
教
情
報
』N

o
.2

8

、
一
九
八
九
年
。 

石
井
研
士
「
日
本
宗
教
の
情
報
化
の
現
状
―
高
度
情
報
化
社
会
に
お
け
る
個
人
化
と
宗
教
―
」
、
『
東
洋
学
術
研
究
』
第
二
八
巻
第
三
号
、
一
九
八
九
年
ｂ
。 

石
井
研
士
「
宗
教
教
団
と
布
教
の
あ
り
方
」
、
『
あ
ら
き
と
う
り
ょ
う
』
第
一
五
八
号
、
一
九
九
〇
年
。 

石
井
研
士
「
進
む
宗
教
界
の
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
利
用
―
宗
教
団
体
に
そ
れ
は
プ
ラ
ス
か
マ
イ
ナ
ス
か
―
」
、
『
総
合
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
』N

o
.1

3
4

、
一
九
九

〇
年
。 

石
井
研
士
「
布
教
・
教
化
メ
デ
ィ
ア
（Ⅴ

実
践 
２
布
教
と
教
化
）
」
、
『
新
宗
教
事
典
』
弘
文
堂
、
一
九
九
〇
年
。 

石
井
研
士
「
宗
教
教
団
の
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
利
用
」
、
『
日
本
「
宗
教
」
総
覧
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
一
年
。 

石
井
研
士
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
寺
檀
関
係
を
侵
害
す
る
日
は
く
る
か
！
？
」
、
『
月
刊 

住
職
』
第
二
一
八
号
、
一
九
九
二
年
。 

石
井
研
士
「
情
報
化
と
宗
教
」
、
井
門
富
二
夫
編
『
ア
メ
リ
カ
シ
リ
ー
ズ 

宗
教
』
弘
文
堂
、
一
九
九
二
年
。 

石
井
研
士
「
宗
教
メ
デ
ィ
ア
の
逆
襲
」
、
石
井
研
士
他
『
「
都
市
宗
教
」
の
現
在
』
教
化
情
報
セ
ン
タ
ー
２
１
の
会
、
一
九
九
三
年
。 

石
井
研
士
『
銀
座
の
神
々
―
都
市
に
溶
け
込
む
宗
教
―
』
新
曜
社
、
一
九
九
四
年
。 

石
井
研
士
「
宗
教
と
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
」
、
『
Ａ
Ｅ
Ｒ
Ａ 

Ｍ
ｏ
ｏ
ｋ
１
１ 

宗
教
学
が
わ
か
る
。
』
朝
日
新
聞
社
ア
エ
ラ
発
行
室
、
一
九
九
五
年
。 

石
井
研
士
「
情
報
化
と
宗
教
」
、
島
薗
進
・
石
井
研
士
編
『
消
費
さ
れ
る
宗
教
』
春
秋
社
、
一
九
九
六
年
。 

石
井
研
士
「
メ
デ
ィ
ア
に
溶
け
込
む
宗
教
性
」
、
第
一
企
画
㈱
、
芹
沢
俊
介
『
ア
ン
ダ
ー
コ
ン
シ
ャ
ス
・
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
』
日
本
評
論
社
、
一
九
九
七
年
。 

石
井
研
士
「
情
報
化
と
年
中
行
事
」
、
島
薗
進
・
越
智
貢
編
『
情
報
社
会
の
文
化
４ 

心
情
の
変
容
』
東
京
大
学
出
版
協
会
、
一
九
九
八
年
。 

石
井
研
士
「
高
度
情
報
化
社
会
の
中
で
再
生
さ
れ
る
伝
統
文
化
」
、
『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
〇
〇
巻
第
一
一
号
、
一
九
九
九
年
。 
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石
井
研
士
「
社
会
変
動
と
民
俗
―
高
度
情
報
化
社
会
の
中
で
再
生
さ
れ
る
民
俗
的
世
界
―
」
、
香
月
洋
一
郎
他
編
『
講
座
日
本
の
民
俗
学
１
０ 

民
俗
研
究
の
課

題
』
雄
山
閣
、
二
〇
〇
〇
年
。 

石
井
研
士
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
宗
教
環
境
は
ど
う
変
化
す
る
か
？
」
、
『
真
理
と
創
造
』
第
四
一
号
、
二
〇
〇
一
年
。 

石
井
研
士
「
宗
教
放
送
と
キ
リ
ス
ト
教
」
、
『
キ
リ
ス
ト
教
学
』
第
四
三
号
、
二
〇
〇
一
年
。 

石
井
研
士
「
ラ
ジ
オ
と
宗
教
放
送
」
、
『
國
學
院
大
學
紀
要
』
第
四
〇
巻
、
二
〇
〇
二
年
。 

石
井
研
士
「
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
明
治
神
宮
」
、
『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
第
三
六
号
、
二
〇
〇
二
年
。 

石
井
研
士
「
戦
後
の
ラ
ジ
オ
で
の
宗
教
放
送
と
テ
レ
ビ
放
送
へ
の
移
行
」
、
『
國
學
院
大
學
紀
要
』
第
四
一
巻
、
二
〇
〇
三
年
。 

石
井
研
士
「
ラ
ジ
オ
と
宗
教
」
、
石
井
研
士
編
『
高
度
情
報
化
社
会
と
宗
教
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
（
平
成
一
一
年
度
―
一
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金 

基
盤

研
究
（
Ｂ
）
（
２
）
研
究
成
果
報
告
書
、
研
究
代
表
者
：
石
井
研
士
）
』
、
二
〇
〇
三
年
。 

石
井
研
士
「
戦
後
に
お
け
る
ラ
ジ
オ
で
の
宗
教
放
送
の
変
化
」
、
『
國
學
院
大
學
大
学
院
紀
要
』
第
三
四
輯
、
二
〇
〇
三
年
。 

石
井
研
士
「
怪
し
げ
な
心
霊
番
組
が
未
だ
に
野
放
し
状
態
な
の
は
な
ぜ
か
」
、
『
寺
門
興
隆
』
四
月
号
、
二
〇
〇
四
年
。 

石
井
研
士
「
テ
レ
ビ
に
お
け
る
宗
教
放
送
に
関
す
る
規
制
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
な
ぜ
心
霊
番
組
・
超
能
力
番
組
は
放
送
で
き
る
の
か
―
」
、
『
國
學
院
大
學
日
本

文
化
研
究
所
紀
要
』
第
九
四
輯
、
二
〇
〇
四
年
。 

石
井
研
士
「
電
子
メ
デ
ィ
ア
の
可
能
性
と
宗
教
の
ゆ
く
え
」
、
池
上
良
正
他
編
『
岩
波
講
座
宗
教
１
０ 

宗
教
の
ゆ
く
え
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
。 

石
井
研
士
「
メ
デ
ィ
ア
と
宗
教
―
宗
教
情
報
は
ど
の
よ
う
に
し
て
伝
わ
る
か
―
」
、
『
あ
ら
き
と
う
り
ょ
う
』
二
一
六
号
、
二
〇
〇
四
年
。 

石
井
研
士
『
日
本
人
の
宗
教
意
識
・
神
観
に
関
す
る
世
論
調
査
２
０
０
３
年 

日
本
人
の
宗
教
団
体
へ
の
関
与
・
認
知
・
評
価
に
関
す
る
世
論
調
査
２
０
０
４

年 

報
告
書
（
國
學
院
大
學
２
１
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
』
二
〇
〇
五
年
。 

石
井
研
士
『
増
補
改
訂
版 

デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
現
代
日
本
人
の
宗
教
』
新
曜
社
、
二
〇
〇
七
年
。 

石
井
研
士
「
細
木
数
子
番
組
の
人
気
と
、
こ
の
国
の
不
幸
な
宗
教
文
化
」
、
渡
邊
直
樹
責
任
編
集
『
宗
教
と
現
代
が
わ
か
る
本
２
０
０
７
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
七

年
ｂ
。 



343 

 

石
井
研
士
「
テ
レ
ビ
の
放
送
に
か
か
る
法
的
規
制
に
関
す
る
考
察
」
、
『
宗
教
法
』
第
二
六
号
、
二
〇
〇
七
年
。 

石
井
研
士
「
霊
の
い
る
ト
コ
ロ
」
、
一
柳
廣
孝
・
吉
田
司
雄
編
『
霊
は
ど
こ
に
い
る
の
か
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
七
年
。 

石
井
研
士
「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
す
る
宗
教
的
リ
ア
リ
テ
ィ
」
、
『
現
代
宗
教
２
０
０
８
』
秋
山
書
店
、
二
〇
〇
八
年
。 

石
井
研
士
「
宗
教
に
関
す
る
メ
デ
ィ
ア
・
ス
ト
レ
オ
タ
イ
ピ
ン
グ
試
論
」
、
『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
〇
〇
輯
、
二
〇
〇
八
年
。 

石
井
研
士
『
テ
レ
ビ
と
宗
教
―
オ
ウ
ム
以
後
を
問
い
直
す
―
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
八
年
。 

石
井
研
士
「
テ
レ
ビ
は
な
ぜ
放
送
基
準
を
か
い
く
ぐ
り
心
霊
番
組
を
続
け
る
の
か
！
？
」
、
『
寺
門
興
隆
』
第
一
一
三
号
、
二
〇
〇
八
年
。 

石
井
研
士
「
白
装
束
集
団
に
対
す
る
集
中
報
道
は
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
か
」
、
石
井
研
士
編
著
『
バ
ラ
エ
テ
ィ
化
す
る
宗
教
』
青
弓
社
、
二
〇
一
〇
年
。 

石
井
研
士
「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
す
る
宗
教
的
リ
ア
リ
テ
ィ
」
、
石
井
研
士
編
著
『
バ
ラ
エ
テ
ィ
化
す
る
宗
教
』
青
弓
社
、
二
〇
一
〇
年
。 

石
井
研
士
「
テ
レ
ビ
と
宗
教
リ
テ
ラ
シ
ー
」
、
渡
邊
直
樹
責
任
編
集
『
宗
教
と
現
代
が
わ
か
る
本
２
０
１
０
』
平
凡
社
、
二
〇
一
〇
年
。 

石
井
研
士
「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
加
速
さ
せ
る
「
宗
教
文
化
の
空
洞
化
」
」
、
『
第
三
文
明
』
第
六
一
〇
号
、
二
〇
一
〇
年
。 

石
井
研
士
『
世
論
調
査
に
よ
る
日
本
人
の
宗
教
性
の
調
査
研
究
（
平
成
二
〇
年
度
―
二
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金 

基
盤
研
究
（
Ｂ
）
研
究
成
果
報
告
書
、

研
究
代
表
者
：
石
井
研
士
）
』
二
〇
一
一
年
。 

石
井
研
士
「
ア
ニ
メ
の
中
の
伝
統
宗
教
」
、
『
現
代
宗
教
２
０
１
１
』
秋
山
書
店
、
二
〇
一
一
年
。 

石
井
研
士
「
現
代
に
お
け
る
「
よ
み
が
え
り
」
考
」
、
『
國
學
院
雜
誌
』
第
一
一
三
巻
第
八
号
、
二
〇
一
二
年
。 

石
井
研
士
「
機
械
の
中
の
幽
霊
」
、
『
宗
教
研
究
』
第
八
七
巻
第
二
輯
、
二
〇
一
三
年
。 

石
井
研
士
「
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
宗
教
序
論
」
、
『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
一
六
巻
第
一
一
号
、
二
〇
一
五
年
。 

石
井
研
士
編
『
高
度
情
報
化
社
会
と
宗
教
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
（
平
成
一
一
年
度
―
一
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金 

基
盤
研
究
（
Ｂ
）（
２
）
研
究
成
果
報

告
書
、
研
究
代
表
者
：
石
井
研
士
）
』
、
二
〇
〇
三
年
。 

石
井
研
士
編
『
バ
ラ
エ
テ
ィ
化
す
る
宗
教
』
青
弓
社
、
二
〇
一
〇
年
。 

石
川
純
一
郎
「
口
寄
せ
巫
女
の
伝
承
―
八
戸
市
周
辺
の
場
合
―
」
、
『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
四
号
、
一
九
七
四
年
。 
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石
川
純
一
郎
「
巫
女
の
伝
承
文
芸 

東
北
日
本
」
、
五
来
重
・
桜
井
徳
太
郎
・
大
島
建
彦
・
宮
田
登
編
『
講
座
日
本
の
民
俗
宗
教 

七
』
弘
文
堂
、
一
九
七
九
年
。 

石
川
純
一
郎
「
お
し
ら
祭
文
（
青
森
）
」
、
『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』
第
五
三
巻
第
五
号
、
一
九
八
八
年
。 

石
川
弘
義
他
編
『
大
衆
文
化
事
典
』
弘
文
堂
、
一
九
九
一
年
。 

石
津
照
璽
「
東
北
の
お
し
ら
」
、
『
東
北
文
化
研
究
室
紀
要
』
第
三
集
、
一
九
六
一
年
。 

石
津
照
璽
「
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
特
質
と
範
型
―
東
北
地
方
に
お
け
る
事
例
―
」
、
『
東
洋
文
化
』
第
四
六
号
・
四
七
合
併
号
、
一
九
六
九
年
。 

石
津
照
璽
「
東
北
の
巫
俗
採
訪
覚
え
書
（
１
）
―
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
性
及
び
青
森
県
の
南
部
地
方
の
こ
と
―
」
、
『
慶
応
義
塾
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科

紀
要
』
第
九
号
、
一
九
六
九
年
。 

石
津
照
璽
「
東
北
の
巫
俗
採
訪
覚
え
書
（
２
）
―
津
軽
地
方
の
こ
と
―
」
、
『
慶
応
義
塾
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
紀
要
』
第
一
〇
号
、
一
九
七
〇
年
。 

石
津
照
璽
「
東
北
の
巫
俗
採
訪
覚
え
書
（
３
）
―
秋
田
県
南
秋
田
、
仙
北
両
郡
の
う
ち
―
」
、
『
慶
応
義
塾
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
紀
要
』
第
一
一
号
、
一

九
七
一
年
。 

泉
鏡
花
著 

柳
田
國
男
著 

東
雅
夫
編
『
柳
花
叢
書 

山
海
評
判
記
／
オ
シ
ラ
神
の
話 

』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三
年
。 

板
橋
源
「
オ
シ
ラ
神
起
源
へ
の
疑
義
、
並
に
報
告
」
、『
東
北
文
化
研
究
』
第
一
巻
第
六
号
、
一
九
二
九
年
（
『
東
北
文
化
研
究 

中
』
東
洋
書
院
、
一
九
七
七
年
）
。 

一
柳
廣
孝
『
《
こ
っ
く
り
さ
ん
》
と
《
千
里
眼
》
』
講
談
社
、
一
九
九
四
年
。 

一
柳
廣
孝
編
『
オ
カ
ル
ト
の
帝
国
―
１
９
７
０
年
代
の
日
本
を
読
む
―
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
六
年
。 

伊
藤
康
博
「
ホ
ト
ケ
オ
ロ
シ
習
俗
の
変
化
の
様
相
―
秋
田
県
を
事
例
と
し
て
―
」
、
『
都
市
民
俗
研
究
』
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
四
年
。 

伊
藤
陽
一
「
情
報
社
会
概
念
の
系
譜
と
情
報
化
が
宗
教
に
及
ぼ
す
影
響
」
、
『
東
洋
学
術
研
究
』
第
二
八
巻
第
三
号
、
一
九
八
九
年 

伊
能
嘉
矩
「
奥
州
地
方
に
於
て
尊
信
せ
ら
る
る
オ
シ
ラ
神
に
就
き
て
」
、
『
東
京
人
類
学
会
雑
誌
』
第
九
八
号
、
一
八
九
四
年
。 

井
上
俊
「
ラ
ジ
オ
放
送
と
神
道
―
日
本
短
波
放
送
と
ラ
ジ
オ
福
島
の
事
例
か
ら
―
」
、
石
井
研
士
編
『
神
道
は
ど
こ
へ
い
く
か
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
〇
年
。 

井
上
順
孝
「
マ
ス
コ
ミ
の
新
宗
教
像
（

Ⅶ
新
宗
教
と
社
会 

３
マ
ス
コ
ミ
と
新
宗
教
）
」
、
『
新
宗
教
事
典
』
弘
文
堂
、
一
九
九
〇
年
。 

井
上
順
孝
編
『
Ｉ
Ｔ
時
代
の
宗
教
を
考
え
る
』
中
外
日
報
社
・
法
蔵
館
、
二
〇
〇
三
年
。 
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井
上
順
孝
編
『
現
代
宗
教
事
典
』
弘
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
。 

井
上
順
孝
編
『
映
画
で
学
ぶ
現
代
宗
教
』
弘
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
。 

井
上
順
孝
責
任
編
集
、
宗
教
情
報
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
編
『
情
報
時
代
の
オ
ウ
ム
真
理
教
』
春
秋
社
、
二
〇
一
一
年
。 

岩
崎
純
愛
「
弘
前
市
周
辺
の
オ
シ
ラ
サ
マ
祭
祀
の
現
在
―
経
験
と
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
」
、
『
青
森
県
の
民
俗
』
第
八
号
、
二
〇
〇
八
年
。 

植
田
康
夫
「
長
き
流
浪
の
果
て
に
―
深
沢
七
郎
の
波
乱
の
生
涯
―
」
、
『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
八
八
年
一
〇
月
号
。 

烏
兎
沼
宏
之
「
「
オ
ナ
カ
マ
」
考
―
神
子
と
瞽
女
の
関
連
に
つ
い
て
―
」
、
『
東
北
学
』v

o
l.2

、
二
〇
〇
〇
年
。 

江
田
絹
子
「
津
軽
の
ゴ
ミ
ソ
」
、
谷
川
健
一
編
『
巫
女
の
世
界
（
日
本
民
俗
文
化
資
料
集
成 

第
六
巻
）
』
三
一
書
房
、
一
九
八
九
年
（
『
日
本
民
俗
学
会
報
』
第

四
〇
号
、
一
九
六
五
年
）
。 

江
田
絹
子
「
青
森
と
秋
田
の
ゴ
ミ
ソ
」
、
谷
川
健
一
編
『
巫
女
の
世
界
（
日
本
民
俗
文
化
資
料
集
成 

第
六
巻
）
』
三
一
書
房
、
一
九
八
九
年
（
『
民
俗
学
評
論
』

第
二
号
、
一
九
六
七
年
）
。 

江
田
絹
子
「
津
軽
の
ゴ
ミ
ソ
」
、
和
歌
森
太
郎
編
『
津
軽
の
民
俗
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年
。 

江
田
絹
子
『
津
軽
の
お
が
さ
ま
た
ち
―
民
間
信
仰
の
旅
―
』
北
方
新
社
、
一
九
七
七
年
。 

エ
リ
ア
ー
デ
、
ミ
ル
チ
ア
著 

堀
一
郎
訳
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
―
古
代
的
エ
ク
ス
タ
シ
ー
技
術
―
（
上
・
下
）
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
四
年 
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エ
リ
ア
ー
デ
、
ミ
ル
チ
ア
著 

楠
正
弘
・
池
上
良
正
訳
『
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
・
魔
術
・
文
化
流
行
』
未
來
社
、
一
九
七
八
年 
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遠
藤
英
樹 

寺
岡
伸
悟 

堀
野
正
人
編
『
観
光
メ
デ
ィ
ア
論
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
四
年
。 

太
田
好
信
『
〔
増
補
版
〕
ト
ラ
ン
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
思
想
―
文
化
人
類
学
の
再
想
像
―
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
一
〇
年
。 

大
橋
英
寿
『
沖
縄
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
社
会
心
理
学
的
研
究
』
弘
文
堂
、
一
九
九
八
年
。 
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大
橋
英
寿
・
南
部
昭
文
・
安
保
英
勇
「
東
北
の
巫
者
・
祈
祷
師
（

Ⅰ
）
―
青
森
県
・
秋
田
県
―
」
、
『
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告 

別
巻
』
第
二
五
集
、
一
九

八
八
年
。 

大
畑
巖
編
『
各
科
郷
土
教
育
資
料
（
復
刻
版
）
』
復
刻
版
発
行
発
起
人
会
、
一
九
九
七
年
（
同
『
各
科
郷
土
教
育
資
料
』
大
湊
尋
常
高
等
小
学
校
、
一
九
三
三
年
）
。 

大
道
晴
香
「
民
間
巫
者
の
死
後
に
お
け
る
「
祭
壇
」
の
継
承
―
青
森
県
八
戸
市
の
事
例
か
ら
―
」
、
『
東
北
文
化
研
究
室
紀
要
』
第
五
一
集
、
二
〇
一
〇
年
。 

大
道
晴
香
「
大
衆
文
化
に
お
け
る
〈
イ
タ
コ
〉
の
登
場
―
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
の
活
字
メ
デ
ィ
ア
を
め
ぐ
っ
て
―
」
、
『
横
浜
国
大 

国
語
研
究
』
第

二
九
号
、
二
〇
一
一
年
。 

大
道
晴
香
「
〈
イ
タ
コ
〉
以
前
の
〈
恐
山
〉
―
活
字
メ
デ
ィ
ア
に
み
る
〈
恐
山
〉
像
の
変
容
―
」
、
『
世
間
話
研
究
』
第
二
〇
号
、
二
〇
一
一
年
。 

大
道
晴
香
「
オ
シ
ラ
サ
マ
と
馬
娘
婚
姻
譚
」
、
『
怪
』v

o
l.3

5

、
角
川
書
店
、
二
〇
一
二
年
。 

大
道
晴
香
「
恐
山
菩
提
寺
を
〈
イ
タ
コ
寺
〉
に
し
た
の
は
誰
か-

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
〝
共
犯
者
〟
と
し
て
の
地
方
自
治
体
」
、『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
第

五
号
、
二
〇
一
二
年
。 

大
道
晴
香
「
青
森
県
南
部
地
方
の
イ
タ
コ
に
関
す
る
資
料
」
、
『
世
間
話
研
究
』
第
二
一
号
、
二
〇
一
三
年
。 

大
道
晴
香
「
近
代
期
に
お
け
る
イ
ナ
リ
サ
ゲ
の
実
態
」
、
『
朱
』
第
五
六
号
、
二
〇
一
三
年
。 

大
道
晴
香
「
大
衆
文
化
と
し
て
の
〈
イ
タ
コ
〉
―
一
九
七
〇
～
八
〇
年
代
の
「
オ
カ
ル
ト
」
ブ
ー
ム
を
め
ぐ
っ
て
―
」
、
『
宗
教
研
究
』
第
三
七
六
号
、
二
〇
一

三
年
。 

大
道
晴
香
「
「
イ
ベ
ン
ト
型
口
寄
せ
」
を
考
え
る
―
八
戸
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
と
ま
か
ど
温
泉
ホ
テ
ル
の
取
り
組
み
を
例
に
―
」
、『
都
市
民
俗
研
究
』
第

一
九
号
、
二
〇
一
四
年
。 

大
道
晴
香
「
表
象
の
消
費
と
霊
場
恐
山
の
変
容
―
『
東
奥
日
報
』
『
デ
ー
リ
ー
東
北
』
の
「
恐
山
大
祭
」
関
連
記
事
を
手
掛
か
り
と
し
て
―
」
、
『
文
化
／
批
評
』

第
五
号
、
二
〇
一
四
年
。 

大
道
晴
香
「
２
０
１
４
年
度
恐
山
大
祭
・
恐
山
秋
詣
り
に
お
け
る
「
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
」
の
実
施
状
況
に
関
す
る
調
査
報
告
」
、『
神
道
研
究
集
録
』
第
二
九
輯
、

二
〇
一
五
年
。 



347 

 

大
道
晴
香
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
宗
教
表
象
の
受
容
実
態
―
「
イ
タ
コ
」
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
例
に
―
」
、
『
國
學
院
大
學
大
学
院
紀
要
』
第

四
六
輯
、
二
〇
一
五
年
ｂ
。 

大
道
晴
香
「
恐
山
の
脱
地
域
化
と
口
寄
せ
の
変
容
」
、
『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
第
九
号
、
二
〇
一
六
年
。 

大
村
達
郎
「
恐
山
の
略
縁
起
と
境
内
絵
図
」
、
『
青
森
県
史
研
究
』
第
六
号
、
二
〇
〇
二
年
。 

大
村
達
郎
「
オ
ヤ
マ
マ
イ
リ
（
恐
山
参
り
）
と
刷
り
物
」
、
『
青
森
県
の
民
俗
』
第
五
号
、
二
〇
〇
五
年
。 

大
山
順
道
「
奥
州
恐
山
霊
場
」
、
森
勇
男
『
霊
場
恐
山
物
語
』
北
の
街
社
、
一
九
七
五
年
。 

岡
田
重
精
「
東
北
地
方
の
巫
女
―
福
島
県
を
除
く
―
」
、
『
民
族
学
研
究
』
第
四
二
巻
第
三
号
、
一
九
七
七
年
。 

岡
田
浩
樹
「
「
伝
統
文
化
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
メ
デ
ィ
ア
―
―
岐
阜
県
高
山
市
、
高
山
祭
の
事
例
か
ら
」
、
飯
田
卓
・
原
知
章
編
『
電
子
メ
デ
ィ
ア
を
飼
い
な
ら

す
―
異
文
化
を
橋
渡
す
フ
ィ
ー
ル
ド
研
究
の
視
座
』
せ
り
か
書
房
、
二
〇
〇
五
年
。 

岡
部
隆
志
・
斎
藤
英
喜
・
津
田
博
幸
・
武
田
比
呂
男
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
文
化
学
（
改
訂
版
）
』
森
話
社
、
二
〇
〇
九
年
。 

岡
本
太
郎
『
神
秘
日
本
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
四
年
。 

岡
本
亮
輔
「
場
所
の
再
表
象
―
宗
教
ツ
ー
リ
ズ
ム
論
か
ら
み
た
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
―
」
、
『
哲
学
・
思
想
論
集
』
第
三
七
号
、
二
〇
一
一
年
。 

岡
本
亮
輔
『
聖
地
と
祈
り
の
宗
教
社
会
学
―
巡
礼
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
生
み
出
す
共
同
性
―
』
春
風
社
、
二
〇
一
二
年
。 

小
熊
健
「
『
奥
南
新
報
』
に
み
る
民
俗
記
事
―
八
戸
郷
土
研
究
会
を
中
心
に
し
て
―
」
、
青
森
県
環
境
生
活
部
県
史
編
さ
ん
室
編
『
奥
南
新
報
「
村
の
話
」
集
成 

下
』
青
森
県
、
一
九
九
八
年
。 

小
熊
健
「
恐
山
の
「
境
内
絵
図
」
な
ど
に
つ
い
て
」
、
『
青
森
県
の
民
俗
』
第
六
号
、
二
〇
〇
六
年
。 

小
田
和
弘
「
口
寄
せ
の
巫
歌
―
南
部
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
を
中
心
と
し
て
―
」
、
『
研
究
論
集
』
第
七
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
。 

小
田
原
尚
興 

山
村
俊
明
「
青
森
県
下
に
於
け
る
「
ミ
コ
」
の
業
態
」
、
『
宗
教
研
究
』
第
一
三
三
号
、
一
九
五
二
年
。 

 

（
か
） 
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懸
田
克
躬 

渋
谷
百
合
子 

前
田
栄
振 

中
村
民
男 

田
島
臣
子 

三
井
金
吾
「
東
北
地
方
に
お
け
る
シ
ヤ
マ
ニ
ズ
ム
の
社
会
精
神
医
学
的
研
究
」
、
『
順
天
堂

医
学
雑
誌
』
第
五
巻
第
三
号
、
一
九
五
九
年
。 

笠
原
政
治
「
〈
池
間
民
族
〉
考
―
宮
古
島
嶼
文
化
の
個
性
と
文
化
的
個
性
の
強
調
―
」
、
『
沖
縄
研
究
』
第
二
二
号
、
一
九
九
六
年
。 

加
藤
基
樹
「
近
世
寺
社
縁
起
の
戦
略
性
―
―
三
河
国
鳳
来
寺
縁
起
を
事
例
と
し
て
」
、
堤
邦
彦
・
徳
田
和
夫
編
『
寺
社
縁
起
の
文
化
学
』
森
話
社
、
二
〇
〇
五
年
。 

門
田
岳
久
「
日
常
／
生
活
の
な
か
の
宗
教
―
〈
民
俗
〉
を
越
え
て
―
」
、
高
橋
典
史
・
塚
田
穂
高
・
岡
本
亮
輔
編
『
宗
教
と
社
会
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
―
宗
教
社
会

学
か
ら
み
る
現
代
日
本
―
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
二
年
。 

門
田
岳
久
『
巡
礼
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
民
族
誌
―
消
費
さ
れ
る
宗
教
経
験
―
』
森
話
社
、
二
〇
一
三
年
。 

金
子
毅
「
オ
カ
ル
ト
・
ジ
ャ
パ
ン
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
―
裏
か
ら
見
た
高
度
成
長
」
、
一
柳
廣
孝
編
『
オ
カ
ル
ト
の
帝
国
―
１
９
７
０
年
代
の
日
本
を
読
む
―
』
青

弓
社
、
二
〇
〇
六
年
。 

神
谷
忠
孝
「
深
沢
七
郎
作
品
譜
―
処
女
作
か
ら
死
後
の
評
価
ま
で
―
」
、
『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
八
八
年
一
〇
月
号
。 

川
島
堅
二
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
宗
教
的
活
用
の
現
状
と
可
能
性
―
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
会
の
事
例
研
究
―
」
、
『
人
文
学
部
紀
要
』
第
九
号
、
一
九
九
七

年
。 

川
島
秀
一
『
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
の
見
え
る
と
き
―
東
北
の
神
霊
と
語
り
―
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
九
年
。 

川
島
秀
一
『
憑
霊
の
民
俗
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
三
年
。 

川
島
秀
一
「
東
北
の
巫
女
と
「
オ
シ
ラ
祭
文
」
」
『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
一
〇
巻
第
一
一
号
、
二
〇
〇
九
年
。 

川
村
清
志
「
映
像
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
「
民
俗
」
の
表
象
と
そ
の
受
容
―
―
石
川
県
鳳
至
郡
門
前
町
七
浦
地
区
を
中
心
と
し
て
―
―
」
、
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
研
究
報
告
』
第
九
一
集
、
二
〇
〇
一
年
。 

川
村
清
志
「
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
と
メ
デ
ィ
ア
表
象
―
石
川
県
門
前
町
皆
月
の
山
王
祭
り
を
事
例
と
し
て
―
」
、『
日
本
民
俗
学
（
特
集
〈
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
〉
）
』

日
本
民
俗
学
会
、
二
〇
〇
三
年
。 

川
村
清
志
「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
見
る
「
民
俗
文
化
」
の
位
相
―
『
皆
月
青
年
会
』
と
『
大
蔵
谷
獅
子
舞
保
存
会
』
を
中
心
に
―
」
、
『
比
較
文
化
論
叢
』
第
一
六
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号
、
二
〇
〇
五
年
。 

川
村
清
志
「
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
の
民
俗
―
ア
マ
メ
ハ
ギ
に
み
る
相
互
交
渉
の
場
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
」
、
飯
田
卓
・
原
知
章
編
『
電
子
メ
デ
ィ
ア
を
飼
い
な
ら
す

―
異
文
化
を
橋
渡
す
フ
ィ
ー
ル
ド
研
究
の
視
座
』
せ
り
か
書
房
、
二
〇
〇
五
年
。 

川
村
清
志
「
都
市
民
俗
学
か
ら
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
へ
―
そ
の
共
通
点
と
切
断
面
―
」
、
小
池
淳
一
編
『
民
俗
学
的
想
像
力
』
せ
り
か
書
房
、
二
〇
〇
九
年
。 

川
村
邦
光
『
巫
女
の
民
俗
学
』
青
弓
社
、
一
九
九
一
年
。 

川
村
邦
光
『
憑
依
の
視
座
―
巫
女
の
民
俗
学

Ⅱ
―
』
青
弓
社
、
一
九
九
七
年
。 

川
村
邦
光
「
近
代
日
本
に
お
け
る
憑
依
の
系
譜
と
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
、
川
村
邦
光
編
『
憑
依
の
近
代
と
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
七
年
。 

観
光
資
源
保
護
財
団
編
『
さ
い
は
て
の
霊
場
恐
山
―
信
仰
と
観
光
の
接
点
を
探
る
（
観
光
資
源
調
査
報
告

V
O

L
.5

-2

）
』
財
団
法
人
観
光
資
源
保
護
財
団
、
一

九
七
七
年
。 

菊
地
暁
『
柳
田
国
男
と
民
俗
学
の
近
代
―
奥
能
登
の
ア
エ
ノ
コ
ト
の
二
十
世
紀
―
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
。 

喜
田
貞
吉
「
オ
シ
ラ
神
に
関
す
る
二
・
三
の
臆
説
（
上
）
」
、
同
責
任
編
集
『
東
北
文
化
研
究 

上
』
東
洋
書
院
、
一
九
七
七
年
（
『
東
北
文
化
研
究
』
第
一
巻
第

二
号
、
一
九
二
八
年
）
。 

喜
田
貞
吉
「
オ
シ
ラ
神
に
関
す
る
二
・
三
の
臆
説
（
下
）
」
、
同
責
任
編
集
『
東
北
文
化
研
究 

上
』
東
洋
書
院
、
一
九
七
七
年
（
『
東
北
文
化
研
究
』
第
一
巻
第

三
号
、
一
九
二
八
年
）
。 

喜
田
貞
吉
「
鈴
木
君
の
報
告
の
後
に
」
、
同
責
任
編
集
『
東
北
文
化
研
究 
中
』
東
洋
書
院
、
一
九
七
七
年
（
『
東
北
文
化
研
究
』
第
一
巻
第
六
号
、
一
九
二
九

年
）
。 

喜
田
貞
吉
「
板
橋
君
の
報
告
の
後
に
」
、
同
責
任
編
集
『
東
北
文
化
研
究 

中
』
東
洋
書
院
、
一
九
七
七
年
（
『
東
北
文
化
研
究
』
第
一
巻
第
六
号
、
一
九
二
九

年
）
。 

喜
田
貞
吉
「
松
前
地
方
の
オ
シ
ラ
様
」
、
同
責
任
編
集
『
東
北
文
化
研
究 

中
』
東
洋
書
院
、
一
九
七
七
年
（
『
東
北
文
化
研
究
』
第
一
巻
第
六
号
、
一
九
二
九

年
）
。 
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喜
田
貞
吉
「
オ
シ
ラ
遊
び
（
学
窓
日
誌
）
」
、
同
責
任
編
集
『
東
北
文
化
研
究 

下
』
東
洋
書
院
、
一
九
七
七
年
（
『
東
北
文
化
研
究
』
第
二
巻
第
三
号
、
一
九
二

九
年
）
。 

喜
田
貞
吉
「
イ
タ
コ
の
市
（
学
窓
日
誌
）
」
、
同
責
任
編
集
『
東
北
文
化
研
究 

下
』
東
洋
書
院
、
一
九
七
七
年
（
『
東
北
文
化
研
究
』
第
二
巻
第
四
号
、
一
九
三

〇
年
）
。 

喜
田
貞
吉
「
大
正
乙
丑
宇
鉄
遊
記
省
」
、
同
責
任
編
集
『
東
北
文
化
研
究 

下
』
東
洋
書
院
、
一
九
七
七
年
（
『
東
北
文
化
研
究
』
第
二
巻
第
五
号
（
未
刊
行
）
、

一
九
三
〇
年
）
。 

喜
田
貞
吉
「
オ
シ
ラ
神
の
形
態
に
関
す
る
臆
説
」
、
喜
田
貞
吉
『
喜
田
貞
吉
著
作
集 

第
一
一
巻
』
平
凡
社
、
一
九
八
〇
年
（
『
東
北
文
化
研
究
』
第
二
巻
第
三

号
、
一
九
二
九
年
）
。 

北
川
高
嗣 

須
藤
修 

西
垣
通 

浜
田
純
一 

吉
見
俊
哉 

米
本
昌
平
編
『
情
報
学
事
典
』
弘
文
堂
、
二
〇
〇
二
年
。 

北
川
達
男
「
青
森
県
南
部
地
方
巫
女
習
俗
調
査
報
告 

き
ょ
う
も
ん
（
経
文
）
」
、
『
青
森
県
立
郷
土
館
研
究
紀
要
』
第
三
四
号
、
二
〇
一
〇
年
。 

ギ
デ
ン
ズ
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
著 

松
尾
精
文
・
小
幡
正
敏
訳
『
近
代
と
は
い
か
な
る
時
代
か
？
―
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
帰
結
―
』
而
立
書
房
、
一
九
九
三
年 
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。 

金
田
一
京
助
「
蝦
夷
と
シ
ラ
神
」
、
『
民
俗
学
』
第
一
巻
第
一
号
、
一
九
二
九
年
（
『
金
田
一
京
助
全
集 

第
一
二
巻
』
三
省
堂
、
一
九
九
三
年
）
。 

金
田
一
京
助
「
関
東
の
オ
シ
ラ
サ
マ
（
全
集
に
は
「
オ
シ
ラ
様
考
―
馬
鳴
像
か
ら
馬
頭
娘
及
び
御
ひ
ら
さ
ま
へ
―
」
）
の
名
で
収
録
」
、『
民
俗
学
』
第
五
巻
第
一

一
号
、
一
九
三
三
年
（
『
金
田
一
京
助
全
集 

第
一
二
巻
』
三
省
堂
、
一
九
九
三
年
）
。 

日
下
部
四
郎
太
「
恐
山
紀
行
（
全
一
一
回
）
」
、
『
朝
日
新
聞
（
東
京
・
朝
刊
）
』
一
九
一
八
年
八
月
二
‐
一
二
日
。 

日
下
部
四
郎
太
『
信
仰
仏
利 

二
人
行
脚
』
大
日
本
雄
弁
会
、
一
九
一
九
年
。 

楠
正
弘
『
下
北
の
宗
教
』
未
来
社
、
一
九
六
八
年
。 

楠
正
弘
「
イ
タ
コ
と
オ
シ
ラ
神
信
仰
」
、
『
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告 

別
巻
』
第
六
号
、
一
九
六
八
年
。 

楠
正
弘
「
ゴ
ミ
ソ
信
仰
と
イ
タ
コ
信
仰
（

Ⅰ
）
―
津
軽
の
宗
教
―
」
、
『
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告 

別
巻
』
第
一
〇
号
、
一
九
七
三
年
。 
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楠
正
弘
「
ゴ
ミ
ソ
信
仰
―
日
本
的
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
一
形
態
―
」
、
『
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告 

別
巻
』
第
一
六
号
、
一
九
七
九
年
。 

楠
正
弘
「
〈
解
説
〉
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
論
の
展
開
」
、
堀
一
郎
著
・
楠
正
弘
編
『
堀
一
郎
著
作
集 

第
八
巻
』
未
来
社
、
一
九
八
二
年
。 

楠
正
弘
「
シ
ャ
マ
ン
と
憑
依
―
柳
田
の
巫
女
論
を
め
ぐ
っ
て
―
」
、
『
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告 

別
巻
』
第
二
一
集
、
一
九
八
四
年
。 

楠
正
弘
『
庶
民
信
仰
の
世
界
―
恐
山
信
仰
と
オ
シ
ラ
サ
ン
信
仰
』
未
来
社
、
一
九
八
四
年
。 

楠
正
弘
「
燃
え
る
「
シ
ャ
ー
マ
ン
」
―
「
堀
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」
『
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告 

別
巻
』
第
二
二
集
、
一
九
八
五
年
。 

楠
正
弘
『
仏
教
信
仰
と
民
俗
信
仰
―
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
論
を
め
ぐ
っ
て
―
』
創
文
社
、
二
〇
〇
九
年
。 

久
野
昭
「
下
北
半
島
恐
山
巫
女
市
調
査
記
録
」
、
『
倫
理
学
年
報
』
第
一
四
号
、
一
九
六
五
年
。 

熊
谷
輝
「
津
軽
地
方
に
お
け
る
「
カ
ミ
サ
マ
」
と
精
神
医
療
―
事
例
分
析
を
中
心
と
し
て
―
」
、
『
弘
前
医
学
』
第
三
五
巻
第
三
号
、
一
九
八
三
年
。 

熊
谷
東
全
編
『
恐
山
本
坊
円
通
寺
誌
』
本
坊
・
円
通
寺
、
一
九
六
七
年
。 

九
学
会
連
合
下
北
調
査
委
員
会
編
『
下
北
―
自
然
・
文
化
・
社
会
』
平
凡
社
、
一
九
六
七
年
。 

黒
﨑
浩
行
「
日
本
宗
教
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
の
比
較
分
析
に
向
け
て
―
神
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
場
合
―
」
、
『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
八

三
輯
、
一
九
九
九
年
。 

黒
﨑
浩
行
「
日
本
宗
教
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
の
社
会
的
文
脈
」
、
『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
八
五
号
、
二
〇
〇
〇
年
。 

黒
﨑
浩
行
「
神
社
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
結
び
つ
き
の
深
層
」
、
石
井
研
士
編
『
神
道
は
ど
こ
へ
い
く
か
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
〇
年
。 

黒
﨑
浩
行
編
『
電
子
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
の
普
及
と
宗
教
の
変
容
』
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年
。 

黒
﨑
浩
行
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
普
及
と
宗
教
的
行
為
の
変
容
に
関
す
る
調
査
研
究
」
、『
電
気
通
信
普
及
財
団
研
究
調
査
報
告
書
』
一
四
―
一
、

二
〇
〇
〇
年
。 

黒
﨑
浩
行
他
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
普
及
と
宗
教
的
行
為
の
変
容
に
関
す
る
調
査
研
究
（
継
続
）
」
、
『
電
気
通
信
普
及
財
団
研
究
調
査
報
告
書
』

一
五
、
二
〇
〇
一
年
。 

玄
々
亭
青
瓢
「
恐
山
紀
行
」
、
青
森
県
史
編
さ
ん
民
俗
部
会
編
『
青
森
県
史 

民
俗
編 

資
料
下
北
』
青
森
県
、
二
〇
〇
七
年
（
『
恐
山
紀
行
』
写
本
、
盛
岡
市



352 

 

中
央
公
民
館
所
蔵
、
一
八
六
二
年
）
。 

小
井
川
潤
次
郎
「
お
し
ら
様
雑
記
」
、
喜
田
貞
吉
責
任
編
集
『
東
北
文
化
研
究 

下
』
東
洋
書
院
、
一
九
七
七
年
（
『
東
北
文
化
研
究
』
第
二
巻
第
三
号
、
一
九

二
九
年
）
。 

小
井
川
潤
次
郎
「
お
し
ら
さ
ま
の
話
」
、
小
井
川
潤
次
郎
著
・
小
井
川
洋
夫
編
『
お
し
ら
さ
ま
・
え
ん
ぶ
り
（
小
井
川
潤
次
郎
著
作
集 

第
一
巻
）
』
伊
吉
書
院
、

一
九
七
七
年
（
『
奥
南
新
報
』
一
九
三
六
年
）
。 

小
井
川
潤
次
郎
「
お
し
ら
さ
ま
勧
請
記
」
、
小
井
川
潤
次
郎
著
・
小
井
川
洋
夫
編
『
お
し
ら
さ
ま
・
え
ん
ぶ
り
（
小
井
川
潤
次
郎
著
作
集 

第
一
巻
）
』
伊
吉
書

院
、
一
九
七
七
年
（
『
お
し
ら
さ
ま
勧
請
記
』
一
九
五
〇
年
）
。 

小
井
川
潤
次
郎
「
盲
人
か
ら
聞
い
た
話
」
、
小
井
川
潤
次
郎
著
・
小
井
川
洋
夫
編
『
お
し
ら
さ
ま
・
え
ん
ぶ
り
（
小
井
川
潤
次
郎
著
作
集 

第
一
巻
）
』
伊
吉
書

院
、
一
九
七
七
年
（
同
『
盲
人
か
ら
聞
い
た
話
』
一
九
五
一
年
）
。 

小
井
川
潤
次
郎
「
お
し
ら
さ
ま
の
鈴
の
音
」
、
小
井
川
潤
次
郎
著
・
小
井
川
洋
夫
編
『
お
し
ら
さ
ま
・
え
ん
ぶ
り
（
小
井
川
潤
次
郎
著
作
集 

第
一
巻
）
』
伊
吉

書
院
、
一
九
七
七
年
（
『
日
本
民
俗
学
の
た
め
に 

柳
田
国
男
先
生
古
稀
記
念
文
集
』
第
一
〇
号
、
一
九
五
一
年
）
。 

小
井
川
潤
次
郎
「
構
成
・
編
曲
」
、
小
井
川
潤
次
郎
著
・
小
井
川
洋
夫
編
『
お
し
ら
さ
ま
・
え
ん
ぶ
り
（
小
井
川
潤
次
郎
著
作
集 

第
一
巻
）
』
伊
吉
書
院
、
一

九
七
七
年
（
『
八
戸
郷
土
研
究
会
月
報
』
昭
和
三
二
年
月
報
三
、
一
九
五
七
年
）
。 

小
井
川
潤
次
郎
「
い
た
こ
の
伝
承
」
、
谷
川
健
一
編
、
『
巫
女
の
世
界
（
日
本
民
俗
文
化
資
料
集
成 

第
六
巻
）
』
、
三
一
書
房
、
一
九
八
九
年
（
同
『
『
い
た
こ
の

伝
承
』
』
一
九
五
三
年
）
。 

小
井
川
潤
次
郎
「
根
城
す
え
巫
女
聞
書
」
、
谷
川
健
一
編
『
巫
女
の
世
界
（
日
本
民
俗
文
化
資
料
集
成 

第
六
巻
）
』
三
一
書
房
、
一
九
八
九
年
（
『
八
戸
郷
土
研

究
会
月
報
』
一
一
の
三
、
一
九
六
〇
年
）
。 

小
井
川
潤
次
郎
「
八
戸
の
四
季
」
、
小
井
川
潤
次
郎
著
・
小
井
川
洋
夫
編
『
八
戸
を
め
ぐ
る
（
小
井
川
潤
次
郎
著
作
集 

第
二
巻
）
』
木
村
書
店
、
一
九
九
〇
年

（
同
『
八
戸
の
四
季
』
北
方
春
秋
社
、
一
九
六
一
年
）
。 

小
井
川
潤
次
郎
「
青
森
風
土
記
」
、
小
井
川
潤
次
郎
著
・
小
井
川
洋
夫
編
『
南
部
の
民
俗
（
小
井
川
潤
次
郎
著
作
集 

第
七
巻
）
』
木
村
書
店
、
一
九
九
四
年
（
雄
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山
閣
出
版
株
式
会
社
講
座
日
本
風
俗
史
編
集
部
編
『
講
座
日
本
風
俗
史 

第
三
巻
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
五
八
年
）
。 

小
井
川
潤
次
郎
「
巫
女
に
か
か
は
る
話
」
、
小
井
川
潤
次
郎
著
・
小
井
川
洋
夫
編
『
伝
説
雑
纂
（
小
井
川
潤
次
郎
著
作
集 

第
一
一
巻
）
』
木
村
書
店
、
一
九
九

八
年
。 

小
井
川
潤
次
郎
「
宇
曽
利
の
山
道
」
、
小
井
川
潤
次
郎
著
・
江
刺
家
均
校
訂
『
稿
本 

小
井
川
潤
次
郎
遺
文 

第
三
篇 

潮
鳴
集
』
春
秋
堂
出
版
部
、
二
〇
〇
七

年
（
『
潮
鳴
』
第
一
号
、
一
九
二
五
年
）
。 

小
井
川
潤
次
郎
採
集 

喜
田
貞
吉
解
説
「
お
し
ら
祭
文
し
ま
ん
長
者
物
語
」
、
同
責
任
編
集
『
東
北
文
化
研
究 

下
』
東
洋
書
院
、
一
九
七
七
年
（
『
東
北
文
化

研
究
』
第
二
巻
第
三
号
、
一
九
二
九
年
）
。 

小
池
靖
『
テ
レ
ビ
霊
能
者
を
斬
る
―
メ
デ
ィ
ア
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
の
蜜
月
』
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
株
式
会
社
、
二
〇
〇
七
年
。 

小
池
靖
「
テ
レ
ビ
メ
デ
ィ
ア
で
語
ら
れ
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
―
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
事
例
か
ら
―
」
、
石
井
研
士
編
著
『
バ
ラ
エ
テ
ィ
化
す
る
宗
教
』
青
弓

社
、
二
〇
一
〇
年
。 

幸
田
露
伴
「
易
心
後
語
」
、
蝸
牛
会
編
『
露
伴
全
集 
第
一
四
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
（
『
國
會
』
一
八
九
二
年
七
月
一
四
日
号
‐
八
月
三
〇
日
号
）
。 

河
野
眞
「
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
の
生
成
風
景
―
概
念
の
原
産
地
へ
の
探
訪
か
ら
―
」
、
『
日
本
民
俗
学
』
第
二
三
六
号
、
二
〇
〇
三
年
。 

河
野
眞
『
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
か
ら
見
た
今
日
の
民
俗
文
化
』
創
土
社
、
二
〇
一
二
年
。 

国
際
宗
教
研
究
所
編
『
現
代
宗
教
２
０
０
８
（
特
集 

メ
デ
ィ
ア
が
生
み
出
す
神
々
）
』
秋
山
書
店
、
二
〇
〇
八
年
。 

国
際
宗
教
研
究
所
編 

井
上
順
孝
責
任
編
集
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
の
宗
教
』
新
書
館
、
二
〇
〇
〇
年
。 

小
城
英
子
「
宗
教
と
メ
デ
ィ
ア
報
道
」
、
国
際
宗
教
研
究
所
編
『
現
代
宗
教
２
０
０
８
』
秋
山
書
店
、
二
〇
〇
八
年
。 

小
城
英
子
「
バ
ラ
エ
テ
ィ
化
す
る
宗
教
と
テ
レ
ビ
」
、
石
井
研
士
編
著
『
バ
ラ
エ
テ
ィ
化
す
る
宗
教
』
青
弓
社
、
二
〇
一
〇
年
。 

小
城
英
子 

坂
田
浩
之 

川
上
正
浩
「
不
思
議
現
象
と
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
―
レ
ビ
ュ
ー
と
問
題
提
起
―
」
、『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
第
一
〇
八
集
、

二
〇
〇
七
年
。 

小
城
英
子 

坂
田
浩
之 

川
上
正
浩
「
ブ
ー
ム
と
し
て
の
不
思
議
現
象
」
、
『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
第
一
〇
九
集
、
二
〇
〇
七
年
。 
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小
城
英
子 

坂
田
浩
之 

川
上
正
浩
「
不
思
議
現
象
と
テ
レ
ビ
番
組
―
テ
レ
ビ
番
組
の
内
容
分
析
と
視
聴
者
の
反
応
」
、『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
第
一
一
一
号
、

二
〇
〇
八
年
。 

小
城
英
子 
坂
田
浩
之 

川
上
正
浩
「
不
思
議
現
象
に
対
す
る
態
度
―
態
度
構
造
の
分
析
お
よ
び
類
型
化
―
」
、
『
社
会
心
理
学
研
究
』
第
二
三
号
、
二
〇
〇
八

年
。 

小
寺
融
吉
「
人
形
と
人
形
つ
か
ひ
」
、
『
民
俗
芸
術
』
第
二
巻
第
四
号
、
一
九
二
九
年
。 

神
徳
昭
甫
「
恐
山
の
イ
タ
コ:

報
告
と
考
察
―
闇
の
中
の
開
眼
―
」
、
『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
四
五
号
、
二
〇
〇
六
年
。 

小
林
一
郎
『
田
山
花
袋
研
究
―
年
譜
・
索
引
篇
―
』
桜
楓
社
、
一
九
八
四
年
。 

小
林
栄
「
イ
タ
コ
と
恐
山
―
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
物
語
―
」
、
『
神
學
研
究
』
第
一
六
号
、
一
九
六
七
年
。 

小
林
栄
「
イ
タ
コ
と
祭
り
」
、
『
神
學
研
究
』
第
一
七
号
、
一
九
六
九
年
。 

小
林
栄
「
恐
山
参
拝
者
宗
教
調
査
」
、
『
神
學
研
究
』
第
一
九
号
、
一
九
七
一
年
。 

コ
ー
エ
ン
、
エ
リ
ク
著 

遠
藤
英
樹
訳
「
観
光
経
験
の
現
象
学
」
、
『
奈
良
県
立
商
科
大
学
研
究
季
報
』
第
九
巻
一
号
、
一
九
九
八
年 
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（
さ
） 

斎
藤
明
宏
「
青
森
県
三
戸
・
八
戸
地
方
に
お
け
る
巫
女
聞
書
」
、
岩
崎
敏
夫
編
『
東
北
民
俗
資
料
集
（
八
）
』
萬
葉
堂
書
店
、
一
九
七
九
年
。 

斉
藤
慎
一 

川
端
美
樹
「
メ
デ
ィ
ア
報
道
が
受
け
手
の
現
実
認
識
に
及
ぼ
す
影
響
―
オ
ウ
ム
事
件
報
道
の
場
合
―
」
、
『
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』

N
o

.4
8

、
一
九
九
八
年
。 

酒
井
隆
吉
「
株
式
会
社
恐
山
遊
園
地
を
興
す
べ
し
」
、
笹
澤
魯
羊
『
下
北
郡
地
方
誌
（
再
版
）
』
一
九
二
六
年
。 

坂
野
徹
『
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
戦
後
史
―
宮
本
常
一
と
九
学
会
連
合
―
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
。 

坂
本
直
乙
子
「
「
神
道
」
の
人
気
本
―
売
れ
る
「
神
道
」
本
の
秘
密
」
、
石
井
研
士
編
『
神
道
は
ど
こ
へ
い
く
か
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
〇
年
。 
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桜
井
徳
太
郎
「
津
軽
イ
タ
コ
と
巫
俗
」
、
和
歌
森
太
郎
編
『
津
軽
の
民
俗
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年
。 

桜
井
徳
太
郎
『
沖
縄
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
』
弘
文
堂
、
一
九
七
三
年
。 

桜
井
徳
太
郎
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム 

上
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
。 

桜
井
徳
太
郎
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム 

下
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
。 

桜
井
徳
太
郎
「
南
部
巫
俗
の
風
土
と
地
域
性
―
巫
女
と
神
子
の
生
態
と
社
会
的
機
能
―
」
、
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
歴
史
と
風
土
』
雄
山
閣 

、
二
〇
〇
四
年
。 

櫻
庭
俊
美 

小
山
隆
秀
「
青
森
県
南
部
地
方
巫
女
習
俗
調
査
（
第
二
次
報
告
）
」
、
『
青
森
県
立
郷
土
館
調
査
研
究
年
報
』
第
三
一
号
、
二
〇
〇
七
年
。 

酒
向
伸
行
「
語
り
と
し
て
の
口
寄
せ
―
そ
の
歴
史
性
を
中
心
に
―
」
、
『
東
北
学
』v

o
l.2

、
二
〇
〇
〇
年
。 

酒
向
伸
行
「
東
北
の
口
寄
せ
盲
巫
女
と
梓
巫
女
―
そ
の
巫
儀
を
中
心
と
し
て
―
」
、
『
久
里
』
第
二
九
・
三
〇
合
併
号
、
二
〇
一
二
年
。 

佐
々
木
喜
善
「
オ
シ
ラ
神
に
就
い
て
の
小
報
告
」
、
山
田
野
理
夫
編
『
遠
野
の
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
と
オ
シ
ラ
サ
マ
』
宝
文
館
出
版
、
一
九
八
八
年
（
『
東
北
文
化
研

究
』
第
一
巻
第
一
号
、
一
九
二
八
年
）
。 

佐
々
木
喜
善
「
オ
シ
ラ
神
の
家
に
憑
き
し
由
来
と
其
の
動
機
（
オ
シ
ラ
神
に
就
い
て
の
小
報
告 

其
の
二
）
」
、
山
田
野
理
夫
編
『
遠
野
の
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
と
オ

シ
ラ
サ
マ
』
宝
文
館
出
版
、
一
九
八
八
年
（
『
東
北
文
化
研
究
』
第
一
巻
第
三
号
、
一
九
二
八
年
）
。 

佐
々
木
喜
善
「
農
業
手
伝
神
（
オ
シ
ラ
神
に
関
す
る
小
報
告 

其
の
三
）
」
、
山
田
野
理
夫
編
『
遠
野
の
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
と
オ
シ
ラ
サ
マ
』
宝
文
館
出
版
、
一
九

八
八
年
（
『
東
北
文
化
研
究
』
第
二
巻
第
三
号
、
一
九
二
九
年
）
。 

佐
々
木
宏
幹
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
人
類
学
』
弘
文
堂
、
一
九
八
四
年
。 

佐
々
木
宏
幹
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
世
界
』
講
談
社
、
一
九
九
二
年
。 

佐
々
木
宏
幹
「
櫻
井
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
の
意
義
と
課
題
」
、
佐
々
木
宏
幹
編
『
民
俗
学
の
地
平
―
櫻
井
德
太
郎
の
世
界
―
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
七
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
川
内
案
内
』
、
諏
訪
内
剛
克
、
一
九
一
五
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
川
内
案
内
』
石
井
周
三
、
一
九
一
七
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
下
北
郡
地
方
誌
』
下
北
新
報
社
、
一
九
二
一
年
。 



356 

 

笹
澤
魯
羊
『
下
北
案
内
（
一
二
版
）
』
、
笹
澤
魯
羊
資
料
室
所
蔵
、
一
九
二
三
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
下
北
郡
地
方
誌
（
訂
正
再
版
）
』
下
北
新
報
社
、
一
九
二
六
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
下
北
地
方
誌
（
増
補
三
版
）
』
下
北
新
報
社
、
一
九
三
〇
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
大
畑
町
誌
』
下
北
新
報
社
、
一
九
三
四
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
下
北
地
方
誌
（
増
補
四
版
）
』
）
下
北
新
報
社
、
一
九
三
四
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
大
湊
町
誌
』
下
北
新
報
社
、
一
九
三
五
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
田
名
部
町
誌
』
下
北
新
報
社
、
一
九
三
五
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
川
内
町
誌
』
下
北
新
報
社
、
一
九
三
六
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
東
通
村
誌
』
下
北
新
報
社
、
一
九
三
六
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
大
畑
町
誌
（
二
版
）
』
下
北
新
報
社
、
一
九
三
七
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
佐
井
村
誌
』
下
北
新
報
社
、
一
九
三
七
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
田
名
部
町
誌
（
二
版
）
』
下
北
新
報
社
、
一
九
三
七
年
。 

笹
沢
魯
羊
「
奥
羽
の
霊
場
恐
山
」
、
『
う
と
う
』
第
二
四
号
、
一
九
三
八
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
風
間
浦
村
誌
』
下
北
新
報
社
、
一
九
三
八
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
大
畑
町
誌
』
（
改
訂
三
版
）
』
下
北
新
報
社
、
一
九
三
九
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
大
畑
町
誌
（
増
補
四
版
）
』
下
北
新
報
社
、
一
九
三
九
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
田
名
部
町
誌
（
改
訂
三
版
）
』
下
北
郷
土
会
、
一
九
三
九
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
下
北
半
嶋
史
（
初
版
）
』
下
北
郷
土
会
、
一
九
五
二
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
宇
曽
利
百
話
（
初
版
）
』
下
北
郷
土
会
、
一
九
五
三
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
下
北
半
嶋
史
（
増
補
再
版
）
』
下
北
郷
土
会
、
一
九
五
六
年
。 
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笹
澤
魯
羊
『
宇
曽
利
百
話
（
増
補
再
版
）
』
下
北
郷
土
会
、
一
九
五
七
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
宇
曽
利
百
話
（
増
補
三
版
）
』
下
北
郷
土
会
、
一
九
六
一
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
下
北
半
嶋
史
（
増
補
三
版
）
』
下
北
郷
土
会
、
一
九
六
二
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
大
畑
町
誌
（
改
訂
五
版
）
』
下
北
郷
土
会
、
一
九
六
三
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
東
通
村
誌
（
改
訂
版
）
』
下
北
郷
土
会
、
一
九
六
四
年
。 

笹
澤
魯
羊
「
宇
曽
利
山
雑
記
」
、
『
う
そ
り
』
第
二
号
、
一
九
六
五
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
下
北
半
嶋
史
（
改
訂
四
版
）
』
下
北
郷
土
会
、
一
九
六
六
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
下
北
半
嶋
史
（
改
訂
四
版
の
復
刻
版
）
』
名
著
出
版
、
一
九
七
八
年
。 

笹
澤
魯
羊
『
宇
曽
利
百
話
（
増
補
三
版
の
復
刻
版
）
』
名
著
出
版
、
一
九
八
〇
年
。 

笹
森
建
英 

肥
田
野
恵
里
「
イ
タ
コ
の
経
文
《
神
寄
せ
》
の
原
典
と
変
形
―
口
頭
伝
承
に
於
け
る
変
化
―
」
、『
弘
前
大
学
教
育
学
部
紀
要
』 

第
六
二
号
、
一
九

八
九
年
。 

笹
森
建
英
「
盲
目
の
巫
女
イ
タ
コ
の
巫
業
に
お
け
る
音
楽
的
効
力
」
、
『
弘
前
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
七
〇
号
、
一
九
九
三
年
。 

笹
森
建
英
「
死
生
観
と
民
間
信
仰
―
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
が
語
る
他
界
―
」
、
『
地
域
学
』
第
一
号
、
二
〇
〇
二
年
。 

佐
治
靖
「
巫
女
と
巫
俗
を
め
ぐ
る
「
旅
」
」
、
佐
々
木
宏
幹
編
『
民
俗
学
の
地
平
―
櫻
井
德
太
郎
の
世
界
―
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
七
年
。 

佐
治
靖
「
イ
タ
コ
ノ
ク
チ
ヨ
セ
―
口
寄
せ
巫
儀
を
め
ぐ
る
異
界
観
―
」
、
小
松
和
彦
還
暦
記
念
論
集
刊
行
会
『
日
本
文
化
の
人
類
学
／
異
文
化
の
民
俗
学
』
法
藏

館
、
二
〇
〇
八
年
。 

佐
治
靖
「
イ
タ
コ
―
近
づ
く
終
焉
の
時
―
」
、
『
怪
』v

o
l.3

2

、
二
〇
一
一
年
。 

佐
藤
正
順
「
八
戸
市
周
辺
の
巫
俗
の
業
態
」
、
『
宗
教
研
究
』
第
一
四
六
号
、
一
九
五
五
年
。 

佐
藤
慎
太
郎
「
エ
リ
ア
ー
デ
宗
教
学
に
お
け
る
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
論
と
そ
の
位
置
」
、
菊
谷
竜
太
・
滝
澤
克
彦
編
『
身
体
的
実
践
と
し
て
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム 

』
東

北
大
学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
三
年
。 



358 

 

佐
藤
鉄
蔵
「
恐
山
と
イ
ダ
コ
」
、
青
森
県
立
図
書
館
所
蔵
。 

佐
藤
憲
昭
「
巫
女
論
」
、
佐
々
木
宏
幹
編
『
民
俗
学
の
地
平
―
櫻
井
德
太
郎
の
世
界
―
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
七
年
。 

佐
藤
憲
昭
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
、
星
野
英
紀
他
編
『
宗
教
学
事
典
』
丸
善
株
式
会
社
、
二
〇
一
〇
年
。 

佐
藤
春
夫
「
恐
山
半
島
記
」
、
同
『
定
本
佐
藤
春
夫
全
集 

第
二
七
巻
』
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
（
『
文
藝
春
秋
』
第
二
九
巻
一
二
号
、
一
九
五
一
年
）
。 

佐
藤
雅
子
「
口
寄
せ
巫
女
の
聞
き
書
き
」
、
岩
崎
敏
夫
編
『
東
北
民
俗
資
料
集
（
三
）
』
萬
葉
堂
出
版
、
一
九
七
四
年
。 

島
薗
進
「
情
報
化
と
宗
教
―
現
代
宗
教
の
変
容
―
」
、
『
思
想
』
第
八
一
七
号
、
一
九
九
二
年
。 

島
薗
進
「
イ
ノ
チ
と
救
い
―
二
元
的
宗
教
構
造
の
理
論
枠
組
み
を
超
え
て
―
」
、
山
折
哲
雄
・
川
村
邦
光
編
『
民
俗
宗
教
を
学
ぶ
』
世
界
思
想
社
、
一
九
九
九
年
。 

島
薗
進 

石
井
研
士
編
『
消
費
さ
れ
る
〈
宗
教
〉
』
春
秋
社
、
一
九
九
六
年
。 

塩
月
亮
子
『
沖
縄
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
近
代
―
聖
な
る
狂
気
の
ゆ
く
え
―
』
森
話
社
、
二
〇
一
二
年
。 

白
幡
洋
三
郎
『
旅
行
ノ
ス
ス
メ
―
昭
和
が
生
ん
だ
庶
民
の
「
新
文
化
」
―
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
六
年
。 

菅
江
真
澄
「
委
波
氐
廼
夜
麼
」
、
秋
田
叢
書
刊
行
会
編
『
秋
田
叢
書 

別
集 

菅
江
真
澄
集
第
五
』
秋
田
叢
書
刊
行
会
、
一
九
三
二
年
。 

菅
江
真
澄
「
於
久
能
宇
良
宇
良
」
、
宮
本
常
一 

内
田
武
志
編
『
菅
江
真
澄
全
集
第
二
巻 

日
記Ⅱ

』
未
来
社
、
一
九
七
一
年
。 

菅
直
子
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
の
神
社
」
、
石
井
研
士
編
『
神
道
は
ど
こ
へ
い
く
か
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
〇
年
。 

菅
直
子
「
放
送
コ
ー
ド
と
霊
能
者
」
、
石
井
研
士
編
著
『
バ
ラ
エ
テ
ィ
化
す
る
宗
教
』
青
弓
社
、
二
〇
一
〇
年
。 

菅
直
子
「
オ
ウ
ム
真
理
教
を
め
ぐ
る
メ
デ
ィ
ア
言
説
―
一
九
八
九
年
一
〇
月
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
―
」
、『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
一
六
巻
第
一
一
号
、
二
〇
一
五
年
。 

祐
川
法
幢
『
霊
場
・
恐
山
と
イ
タ
コ
（
改
訂
版
）
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
三
年
。 

須
藤
廣 

遠
藤
英
樹
編
『
観
光
社
会
学
―
ツ
ー
リ
ズ
ム
研
究
の
冒
険
的
試
み
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
五
年
。 

鈴
木
岩
弓
「
南
部
地
方
の
巫
俗
」
、
青
森
県
史
編
さ
ん
民
俗
部
会
編
『
青
森
県
史 

民
俗
編 

資
料
南
部
』
青
森
県
、
二
〇
〇
一
年
。 

鈴
木
岩
弓
「
霊
場
「
恐
山
」
の
民
間
宗
教
者
」
、『
青
森
県
史
民
俗
編 

資
料
下
北
』
、
青
森
県
史
編
さ
ん
民
俗
部
会
編
『
青
森
県
史 

民
俗
編 

資
料
下
北
』
青

森
県
、
二
〇
〇
七
年
。 
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鈴
木
忠
二
郎
「
オ
シ
ラ
様
に
就
い
て
」
、
『
東
北
文
化
研
究
』
第
一
巻
第
六
号
、
一
九
二
九
年
（
『
東
北
文
化
研
究 

中
』
東
洋
書
院
、
一
九
七
七
年
）
。 

全
国
名
所
案
内
社
編
『
日
本
巡
遊
汽
車
の
旅
』
岡
村
書
店
、
一
九
二
〇
年
。 

楚
人
冠
「
恐
山
行
（
全
六
回
）
」
、
『
朝
日
新
聞
（
東
京
・
朝
刊
）
』
一
九
二
六
年
一
一
月
二
四
‐
三
〇
日
。 

 

（
た
） 

大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
編
『
日
本
温
泉
案
内 

東
部
篇
』
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
一
九
三
〇
年
。 

高
杉
悠
子
「
青
森
県
の
口
寄
せ
巫
女
探
訪
」
、
『
民
俗
』
第
七
〇
号
、
一
九
六
八
年
。 

高
松
敬
吉
『
巫
俗
と
他
界
観
に
関
す
る
民
俗
学
的
研
究
―
下
北
半
島
の
民
間
信
仰
―
』
伝
統
と
現
代
社
、
一
九
八
三
年
。 

高
松
敬
吉
『
巫
俗
と
他
界
観
の
民
俗
学
的
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
三
年
。 

高
松
敬
吉
「
民
間
巫
女
の
系
譜
‐
特
に
下
北
郡
の
イ
タ
コ
の
動
態
に
つ
い
て
‐
」
、
『
う
そ
り
』
第
四
三
号
別
冊
、
二
〇
〇
七
年
。 

武
井
宏
之
『
シ
ャ
ー
マ
ン
キ
ン
グ
（
全
三
二
巻
）
』
集
英
社
、
一
九
九
八
年
‐
二
〇
〇
五
年
。 

武
井
宏
之
『
シ
ャ
ー
マ
ン
キ
ン
グ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
ズ
ブ
ッ
ク 
万
辞
苑
』
集
英
社
、
二
〇
〇
二
年
。 

武
井
宏
之
『
シ
ャ
ー
マ
ン
キ
ン
グ
公
式
フ
ァ
ン
ブ
ッ
ク 

マ
ン
キ
ン
ブ
ッ
ク
』
集
英
社
、
二
〇
〇
四
年
。 

竹
内
長
雄
「
お
岩
木
様
一
代
記
―
津
軽
イ
ダ
コ
の
一
詞
章
―
」
、
『
文
学
』
第
八
巻
第
一
〇
号
、
一
九
四
〇
年
。 

竹
内
長
雄
採
録
、
坂
口
昌
明
編
『
お
岩
木
様
一
代
記 

付
お
し
ら
祭
文
十
六
ぜ
ん
様
』
津
軽
書
房
、
二
〇
一
〇
年
。 

田
崎
篤
郎 

児
島
和
人
編
『
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
効
果
研
究
の
展
開
［
改
訂
新
版
］
』
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
三
年
。 

立
花
勇
「
恐
山
信
仰
」
、
む
つ
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
む
つ
市
史 

民
俗
編
』
む
つ
市
、
一
九
八
六
年
。 

田
仲
康
博
「
メ
デ
ィ
ア
に
表
象
さ
れ
る
沖
縄
文
化
」
、
伊
藤
守
編
『
メ
デ
ィ
ア
文
化
の
権
力
作
用
』
せ
り
か
書
房
、
二
〇
〇
二
年
。 

田
村
貴
紀
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
宗
教
情
報
―
そ
の
可
能
性
と
危
険
性
―
」
、
『
宗
教
と
社
会
』
第
三
号
、
一
九
九
七
年
。 

田
村
貴
紀
「
「
Ｃ
Ｍ
Ｃ
と
宗
教
」
研
究
の
視
角
」
、
『
年
報
筑
波
社
会
学
』
第
一
一
号
、
一
九
九
九
年
。 
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田
村
浩
「
お
し
ら
神
の
考
察
」
、
『
郷
土
研
究
』
第
五
巻
第
一
号
、
一
九
三
一
年
。 

田
山
花
袋
『
山
水
小
記
』
富
田
文
陽
堂
、
一
九
一
七
年
。 

田
山
花
袋
『
温
泉
周
遊 

東
の
巻
』
金
星
堂
、
一
九
二
二
年
。 

千
早
多
聞
「
オ
シ
ラ
様
と
オ
カ
ミ
ン
、
其
の
他
―
喜
田
博
士
の
オ
シ
ラ
神
に
関
す
る
臆
説
に
つ
い
て
我
が
知
る
所
を
―
」
『
東
北
文
化
研
究
』
第
一
巻
第
六
号
、

一
九
二
九
年
（
『
東
北
文
化
研
究 

中
』
東
洋
書
院
、
一
九
七
七
年
）
。 

塚
田
穂
高
「
［
国
内
の
宗
教
動
向
］
日
本
社
会
と
「
宗
教
」
を
め
ぐ
る
区
切
り
と
兆
し
―
オ
ウ
ム
裁
判
終
結
、「
君
が
代
」
起
立
問
題
、「
宗
教
情
報
ブ
ー
ム
」
の

ゆ
く
え
か
ら
―
」
、
国
際
宗
教
研
究
所
編
『
現
代
宗
教
２
０
１
２
』
秋
山
書
店
、
二
〇
一
二
年
。 

塚
田
穂
高
、
碧
海
寿
広
「
［
国
内
の
宗
教
動
向
］
現
代
日
本
「
宗
教
」
情
報
の
氾
濫
―
新
宗
教
・
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
・
葬
儀
・
仏
像
に
関
す
る
情
報
ブ
ー
ム
に
注

目
し
て
―
」
、
国
際
宗
教
研
究
所
編
『
現
代
宗
教
２
０
１
１
』
秋
山
書
店
、
二
〇
一
一
年
。 

津
川
武
一
『
巫
女
（
イ
タ
コ
）
―
神
憑
り
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
―
』
講
談
社
、
一
九
八
九
年
。 

津
川
武
一 

佐
々
木
雄
司
「
わ
が
国
に
お
け
る
巫
覡
（
シ
ャ
ー
マ
ン
）
の
精
神
医
学
的
研
究
（
第
１
報
）
津
軽
地
方
の
イ
タ
コ
・
ゴ
ミ
ソ
に
つ
い
て
」
、
『
精
神

神
経
雑
誌
』
第
六
二
号
、
一
九
六
〇
年
。 

鉄
道
院
（
運
輸
部
）
編
『
鉄
道
院
線
沿
道
遊
覧
地
案
内
（
明
治
四
二
・
四
三
・
四
四
年
版
）
』
鉄
道
院
（
運
輸
部
）
、
一
九
〇
九
・
一
九
一
〇
・
一
九
一
一
年
。 

鉄
道
院
編
『
鉄
道
旅
行
案
内
（
大
正
三
・
四
・
五
・
六
・
七
・
一
〇
・
一
三
年
版
）
』
鉄
道
院
、
一
九
一
四
・
一
九
一
五
・
一
九
一
六
・
一
九
一
七
・
一
九
一
八
・

一
九
二
一
・
一
九
二
四
年
。 

東
北
学
院
大
学
民
俗
学
研
究
会
「
恐
山
の
イ
タ
コ
」
、
岩
崎
敏
夫
編
『
東
北
民
俗
資
料
集
（
一
）
』
萬
葉
堂
出
版
、
一
九
七
一
年
。 

東
北
学
院
大
学
民
俗
学
研
究
会
「
恐
山
イ
タ
コ
の
仏
お
ろ
し
の
実
際
」
、
岩
崎
敏
夫
編
『
東
北
民
俗
資
料
集
（
二
）
』
萬
葉
堂
出
版
、
一
九
七
二
年
。 

戸
川
幸
夫
『
下
北
と
都
井
―
北
と
南
の
岬
の
記
録
―
（
野
生
へ
の
旅

Ⅲ
）
』
新
潮
社
、
一
九
六
三
年
。 

土
佐
昌
樹
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
宗
教
―
カ
ル
ト
・
原
理
主
義
・
サ
イ
バ
ー
宗
教
の
現
在
―
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
。 

都
谷
森
五
郎
「
下
北
の
旅
が
ぐ
っ
と
楽
に
な
っ
た
―
下
北
バ
ス
会
社
の
誕
生
―
」
、
『
は
ま
な
す
』
第
四
号
、
一
九
九
六
年. 
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（
な
） 

内
閣
官
報
局
編
『
明
治
六
年 

法
令
全
書
（
明
治
六
・
七
年
）
』
内
閣
官
報
局
、
一
八
八
九
年
・
一
八
八
九
年
。 

内
藤
正
敏
『
東
北
の
聖
と
賤
（
民
俗
の
発
見

Ⅰ
）
』
法
政
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
。 

中
岡
俊
哉
『
死
霊
を
見
た
！ 

最
後
の
ミ
ス
テ
リ
ー
・
ゾ
ー
ン
「
恐
山
」
の
神
秘
』
二
見
書
房
、
一
九
七
七
年
。 

中
市
謙
三
「
青
森
県
に
於
け
る
民
間
伝
承
と
し
て
の
霊
魂
の
崇
拝
（
一
‐
四
）
」
、
『
財
団
法
人
斉
藤
報
恩
会 

時
報
』
第
一
五
九
‐
一
六
二
号
、
一
九
四
〇
年
。 

中
市
謙
三
「
津
軽
の
旅
」
、
『
旅
と
伝
説 

第
二
三
巻
』
岩
崎
美
術
社
、
一
九
七
八
年
（
『
旅
と
伝
説
』
第
一
二
年
第
一
号
、
一
九
三
九
年
）
。 

中
市
謙
三
「
恐
山
詣
」
、
『
旅
と
伝
説 
第
二
三
巻
』
岩
崎
美
術
社
、
一
九
七
八
年
（
『
旅
と
伝
説
』
第
一
二
年
二
号
、
一
九
三
九
年
）
。 

中
市
謙
三
「
オ
シ
ラ
サ
マ
そ
の
他
」
、
『
旅
と
伝
説
』
岩
崎
美
術
社
、
一
九
七
八
年
（
『
旅
と
伝
説
』
第
一
四
年
八
号
、
一
九
四
一
年
）
。 

中
林
幸
子
「
効
果
論
研
究
史
に
お
け
る
限
定
効
果
論
と
協
力
効
果
論
の
関
係
の
在
り
方
―
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
扱
わ
れ
方
の
違
い
に
着
目

し
て
―
」
、
『
情
報
社
会
試
論
』v

o
l.1

2

、
二
〇
一
一
年
。 

中
道
等
「
千
だ
ん
栗
毛
物
語
―
オ
シ
ラ
遊
び
の
経
文
―
」
、
『
民
族
』
第
三
巻
第
三
号
、
一
九
二
八
年
。 

中
道
等
「
イ
タ
コ
の
経
文
二
篇
」
、
『
復
刻
版
『
民
族
』
第
二
巻 
上
』
岩
崎
美
術
社
、
一
九
八
五
年
（
『
民
族
』
第
二
巻
第
三
号
、
一
九
二
七
年
）
。 

中
道
等
「
イ
タ
コ
・
お
か
み
ん
・
ボ
サ
マ
」
、
谷
川
健
一
編
『
巫
女
の
世
界
』
三
一
書
房
、
一
九
八
九
年
（
『
民
族
』
第
二
巻
第
三
号
、
一
九
二
七
年
）
。 

中
道
等
「
奥
隅
奇
譚
」
、
小
川
直
之
編
『
日
本
民
俗
選
集 

第
一
一
巻
』
ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
九
年
（
同
『
奥
隅
奇
譚
』
郷
土
研
究
社
、
一
九
二
九
年
）
。 

中
道
等
「
南
部
恐
山
の
話
」
、
小
川
直
之
編
『
日
本
民
俗
選
集 

第
五
巻
』
ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
九
年
（
日
本
放
送
協
会
東
北
支
部
編
『
東
北
の
土
俗
』
三
元

社
、
一
九
三
〇
年
）
。 

中
村
民
男
「
青
森
県
に
お
け
る
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
社
会
精
神
医
学
的
研
究
―
イ
タ
コ
と
類
似
者
の
比
較
―
」
、『
順
天
堂
医
学
雑
誌
』
第
七
巻
特
別
号
（
２
）
、
一

九
六
一
年
。 

中
村
民
男
「
映
画
供
覧 

1
6

m
/m

映
画
〝
東
北
の
巫
女
―
イ
タ
コ
〟
」
『
千
葉
医
学
会
雑
誌
』
第
三
九
巻
三
／
四
号
、
一
九
六
三
年
。 
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中
山
一
郎
監
修 

小
島
美
子 

薦
田
治
子 

沢
井
邦
之 

角
美
弥
子 

中
山
一
郎
編
『
イ
タ
コ
中
村
タ
ケ
』
ア
ド
・
ポ
ポ
ロ
、
二
〇
一
三
年
。 

中
山
太
郎
「
巫
女
の
持
て
る
人
形
」
、
『
民
俗
芸
術
』
第
二
巻
第
四
号
、
一
九
二
九
年
。 

中
山
太
郎
「
日
本
盲
人
史
」
、
同
『
日
本
盲
人
史
（
正
・
続
）
』
パ
ル
ト
ス
社
、
一
九
八
五
年
（
同
『
日
本
盲
人
史
』
昭
和
書
房
、
一
九
三
四
年
）
。 

中
山
太
郎
「
続
日
本
盲
人
史
」
、
同
『
日
本
盲
人
史
（
正
・
続
）
』
パ
ル
ト
ス
社
、
一
九
八
五
年
（
同
『
続
日
本
盲
人
史
』
昭
和
書
房
、
一
九
三
六
年
）
。 

中
山
太
郎
『
日
本
巫
女
史
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
二
年
（
同
『
日
本
巫
女
史
』
大
岡
山
書
店
、
一
九
三
〇
年
）
。 

夏
堀
謹
二
郎
「
お
し
ら
祭
文
」
、
民
間
伝
承
の
会
編
『
民
間
伝
承 

第
一
巻
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
二
年
（
『
民
間
伝
承
』
第
二
巻
第
四
号
、
一
九
三
六
年
）
。 

夏
堀
謹
二
郎
「
ま
ぐ
文
章
」
、
青
森
県
史
編
さ
ん
民
俗
部
会
編
『
青
森
県
史 

民
俗
編 

資
料
南
部
』
青
森
県
、
二
〇
〇
一
年
（
『
奥
南
新
報
』
一
九
三
七
年
六

月
二
八
日
‐
一
〇
月
二
二
日
）
。 

夏
堀
謹
二
郎
「
真
古
文
章
を
語
る
」
、
鈴
木
岩
弓 

岩
崎
真
幸
編
『
復
刻 

東
北
民
俗
研
究
』
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
東
北
文
化
研
究
室
、
二
〇
一
四
年

（
『
東
北
民
俗
研
究
』
第
三
集
、
一
九
五
三
年
）
。 

成
田
守
「
イ
タ
コ
の
伝
承
―
そ
の
神
寄
せ
に
つ
い
て
―
」
、
『
日
本
歌
謡
研
究
』
第
一
〇
号
、
一
九
七
〇
年
。 

成
田
守
「
「
お
し
ら
の
祭
文
」
考
」
、
日
本
民
俗
研
究
大
系
編
集
委
員
会
編
『
日
本
民
俗
研
究
大
系 

第
七
巻
』
國
學
院
大
學
、
一
九
八
七
年
。 

成
田
守
「
口
寄
せ
巫
女
の
系
譜
」
、
『
日
本
文
学
研
究
』
第 
四
六
号
、
二
〇
〇
七
年
。 

 

成
田
守
「
口
寄
せ
巫
女
の
系
譜
（
二
）
」
、
『
日
本
文
学
研
究
』
第
四
七
号
、
二
〇
〇
八
年
。 

 

成
田
守
「
口
寄
せ
巫
女
の
系
譜
（
三
）
」
、
『
日
本
文
学
研
究
』
第
四
八
号
、
二
〇
〇
九
年
。 

鳴
海
健
太
郎
「
恐
山
の
イ
ダ
コ
〔id

a
k

o

〕
覚
書
」
、
『
東
奥
文
化
』
第
二
七
号
、
一
九
六
四
年
。 

西
田
源
蔵
『
青
森
県
誌
』
成
田
書
店
、
一
九
二
六
年
。 

西
村
康
「
南
部
地
方
の
憑
依
症
候
群
を
め
ぐ
る
文
化
精
神
医
学
的
研
究
」
、
『
精
神
医
学
』
第
一
八
巻
第
一
二
号
、
一
九
七
六
年
。 

西
村
康
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
現
代
化
の
方
向
―
青
森
県
南
部
地
方
の
精
神
医
療
状
況
の
な
か
で
―
」
、『
臨
床
精
神
医
学
』
第
六
巻
第
一
二
号
、
一
九
七
七
年
。 

西
山
茂
「
霊
術
系
新
宗
教
の
台
頭
と
二
つ
の
「
近
代
化
」
」
、
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
近
代
化
と
宗
教
ブ
ー
ム
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
〇
年
。 
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日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
編
『
郷
土
史
家
人
名
事
典
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。 

日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
編
『
事
典
日
本
の
観
光
資
源
―
○
○
選
と
呼
ば
れ
る
名
所
１
５
０
０
０
』
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
、
二
〇
〇
八
年
。 

日
本
新
聞
協
会
編
『
日
本
新
聞
年
鑑
２
０
１
３
』
二
〇
一
二
年
。 

日
本
Ａ
Ｂ
Ｃ
協
会
編
『
特
別
資
料 

普
及
率 

２
０
１
２
年
７
‐
１
２
月
』
、
二
〇
一
三
年
。 

日
本
民
俗
学
会
編
『
日
本
民
俗
学
（
特
集
〈
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
〉
）
』
日
本
民
俗
学
会
、
二
〇
〇
三
年
。 

日
本
旅
行
会
編
『
日
本
名
勝
旅
行
辞
典
』
日
本
旅
行
会
、
一
九
三
一
年
。 

日
本
旅
行
協
会
編
『
東
北
地
方
（
ツ
ー
リ
ス
ト
案
内
叢
書 

第
八
輯
）
』
日
本
旅
行
協
会
、
一
九
三
七
年
。 

ネ
フ
ス
キ
ー
、
ニ
コ
ラ
イ
著 

岡
正
雄
編
『
月
と
不
死
』
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
。 

能
田
多
代
子
「
五
戸
地
方
に
於
け
る
オ
シ
ラ
神
」
、
『
旅
と
伝
説
』
第
一
二
年
第
一
〇
号
、
一
九
三
九
年
。 

野
村
典
彦
「
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
と
横
溝
正
史
ブ
ー
ム
」
、
一
柳
廣
孝
編
『
オ
カ
ル
ト
の
帝
国
―
１
９
７
０
年
代
の
日
本
を
読
む
―
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
六

年
。 

 

（
は
） 

芳
賀
日
出
男
『
日
本
の
民
俗
（
下
）
―
暮
ら
し
と
生
業
―
』
株
式
会
社
ク
レ
オ
、
一
九
九
七
年
。 

橋
本
和
也
『
観
光
経
験
の
人
類
学
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
一
一
年
。 

華
園
聰
麿
「
死
者
・
先
祖
供
養
に
お
け
る
重
層
性
と
地
域
性
―
青
森
県
に
お
け
る
地
蔵
信
仰
と
「
イ
タ
コ
」
信
仰
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
」
、
『
日
本
文
化
研

究
所
研
究
報 

別
巻
』
第
二
八
号
、
一
九
九
一
年
。 

原
英
子
「
人
々
は
イ
タ
コ
に
何
を
求
め
る
の
か
（
１
）
―
東
日
本
大
震
災
に
み
る
恐
山
と
三
陸
沿
岸
―
」
、
『
岩
手
県
立
大
学
盛
岡
短
期
大
学
部
研
究
論
集
』
第

一
四
号
、
二
〇
一
二
年
。 

原
英
子
「
人
々
は
イ
タ
コ
に
何
を
求
め
る
の
か
（
２
）
―
東
日
本
大
震
災
と
青
森
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
の
イ
タ
コ
―
」
、
『
岩
手
県
立
大
学
盛
岡
短
期
大
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学
部
研
究
論
集
』
第
一
四
号
、
二
〇
一
二
年
。 

原
英
子
「
人
々
は
イ
タ
コ
に
何
を
求
め
る
の
か
（
３
）
―
創
造
さ
れ
る
イ
タ
コ
イ
メ
ー
ジ
と
イ
タ
コ
の
実
態
―
」
、
『
岩
手
県
立
大
学
盛
岡
短
期
大
学
部
研
究
論

集
』
第
一
五
号
、
二
〇
一
三
年
。 

原
英
子
「
人
々
は
イ
タ
コ
に
何
を
求
め
る
の
か
（
４
） 

２
０
１
１
年
夏
の
恐
山
―
東
日
本
大
震
災
後
は
じ
め
て
の
夏
に
イ
タ
コ
を
た
ず
ね
た
人
々
―
―
」
、『
岩

手
県
立
大
学
盛
岡
短
期
大
学
部
研
究
論
集
』
第
一
六
号
、
二
〇
一
四
年
。 

原
知
章
『
民
俗
文
化
の
現
在
―
沖
縄
・
与
那
国
島
の
「
民
俗
」
へ
の
ま
な
ざ
し
―
』
同
成
社
、
二
〇
〇
〇
年
。 

原
知
章
「
メ
デ
ィ
ア
人
類
学
の
射
程
」
、
『
文
化
人
類
学
』
第
六
九
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
四
年
。 

平
藤
喜
久
子
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
社
会
と
ハ
イ
パ
ー
神
話
―
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
Ｒ
Ｐ
Ｇ
に
よ
る
神
話
の
解
体
と
再
生
」
、
松
村
一
男
・
山
中
弘
編
『
神
話
と
現
代
』
り

ト
ン
、
二
〇
〇
七
年
。 

平
藤
喜
久
子
「
神
と
出
会
う
・
神
を
描
く
―
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
み
る
伝
統
と
現
代
―
」
、
『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
一
六
巻
第
一
一
号
、
二
〇
一
五
年
ａ
。 

平
藤
喜
久
子
「
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
み
る
日
本
人
と
神
―
稲
荷
信
仰
を
手
が
か
り
に
―
」
、
『
朱
』
第
五
八
号
、
二
〇
一
五
年
ｂ
。 

平
山
正
実
他
「
東
北
の
巫
女
た
ち
―
恐
山
の
風
土
と
信
仰
―
」
、
『
臨
床
精
神
医
学
』
第
八
巻
第
九
号
、
一
九
七
九
年
。 

深
水
顕
真
「
布
教
用
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
効
用
に
つ
い
て
―
広
島
県
に
お
け
る
仏
教
寺
院
の
事
例
よ
り
―
」
、『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
八
四
号
、

一
九
九
九
年
。 

福
島
春
那
「
青
森
県
弘
前
市
独
狐
地
区
に
お
け
る
春
の
託
宣
行
事
」
、
『
青
森
県
の
民
俗
』
第
七
号
、
二
〇
〇
七
年
。 

藤
井
博
英
他
「
青
森
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
文
化
と
精
神
保
健
」
、
『
青
森
保
健
大
紀
要
』
第
四
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
二
年
。 

藤
原
聖
子
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
テ
レ
ビ
と
宗
教
」
、
渡
邊
直
樹
責
任
編
集
『
宗
教
と
現
代
が
わ
か
る
本
２
０
１
０
』
平
凡
社
、
二
〇
一
〇
年
。 

不
明
「
ま
ん
の
ふ
長
者
物
語
―
オ
シ
ラ
遊
び
の
経
文
―
」
、
『
民
族
』
第
一
巻
第
六
号
、
一
九
二
六
年
。 

ブ
ラ
ッ
カ
ー
、
Ｃ
著 

秋
山
さ
と
子
訳
『
あ
ず
さ
弓
―
日
本
に
お
け
る
シ
ャ
ー
マ
ン
的
行
為
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年 
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ブ
ル
ー
ナ
ー
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｍ
著 

遠
藤
英
樹
訳
「
ツ
ー
リ
ズ
ム
、
創
造
性
、
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
」
、
『
奈
良
県
立
大
学
研
究
季
報
』
第
一
三
巻
三
号
、

二
〇
〇
二
年 

（B
r
u

n
e

r, E
. M

. 
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c
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n
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0
, 1

9
8

9

）
。 

古
野
清
人
『
古
野
清
人
著
作
集 

第
三
巻
』
南
斗
書
房
、
一
九
九
〇
年
。 

文
化
庁
文
化
財
保
護
部
編
『
民
俗
資
料
選
集
１
５
（
巫
女
の
習
俗
２ 

青
森
県
）
』
国
土
地
理
協
会
、
一
九
八
六
年
。 

ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
、
ダ
ニ
エ
ル
・
Ｊ
著 

星
野
郁
美
・
後
藤
和
彦
訳
『
幻
影
の
時
代
―
マ
ス
コ
ミ
が
製
造
す
る
事
実
―
』
東
京
創
元
社
、
一
九
六
四
年 

（B
o

o
r
s
tin

, D
a

n
ie

l J
.  
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e
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e
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n

, 1
9

6
2

）
。 

星
野
英
紀 

池
上
良
正 

氣
多
雅
子 

島
薗
進 

鶴
岡
賀
雄 

編
『
宗
教
学
事
典
』
丸
善
株
式
会
社
、
二
〇
一
〇
年
。 

堀
一
郎
「
口
寄
巫
女
に
つ
い
て
」
、
堀
一
郎
著
・
楠
正
弘
編
『
堀
一
郎
著
作
集 

第
八
巻
』
未
来
社
、
一
九
八
二
年
（
『
民
間
伝
承
』
第
一
四
巻
第
九
号
、
一
九

五
〇
年
）
。 

堀
一
郎
「
口
寄
巫
女
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
、
堀
一
郎
著
・
楠
正
弘
編
『
堀
一
郎
著
作
集 

第
八
巻
』
未
来
社
、
一
九
八
二
年
（
『
民
間
伝
承
』
第
一
五
巻
第
一
二

号
、
一
九
五
一
年
）
。 

堀
一
郎
「
東
北
の
民
間
信
仰
―
ミ
コ
の
直
観
力
と
数
珠
占
い
―
」
、
堀
一
郎
著
・
楠
正
弘
編
『
堀
一
郎
著
作
集 

第
八
巻
』
未
来
社
、
一
九
八
二
年
（
『
東
京
タ

イ
ム
ズ
』
一
九
五
五
年
五
月
八
日
号
）
。 

堀
一
郎
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
」
、
堀
一
郎
著
・
楠
正
弘
編
『
堀
一
郎
著
作
集 

第
八
巻
』
未
来
社
、
一
九
八
二
年
（
『
宗
教
学
論
集
』
第
四
巻
、
一
九
七

〇
年
）
。 

堀
一
郎
『
日
本
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
講
談
社
、
一
九
七
一
年
。 

堀
江
宗
正
「
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
の
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
―
江
原
啓
之
ブ
ー
ム
と
は
何
か
―
」
、
『
世
界
』
二
〇
〇
六
年
一
二
月
号
。 

堀
江
宗
正
「
日
本
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
言
説
の
状
況
」
、
日
本
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
・
精
神
医
学
会
編
『
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
心
理
学
』
せ

せ
ら
ぎ
出
版
、
二
〇
〇
七
年
。 
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堀
江
宗
正
「
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
の
カ
リ
ス
マ
―
江
原
啓
之
と
メ
デ
ィ
ア
環
境
―
」
、
国
際
宗
教
研
究
所
編
『
現
代
宗
教
２
０
０
８
』
秋
山
書
店
、
二
〇
〇
八
年
。 

堀
江
宗
正
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
と
そ
の
ア
ン
チ
―
江
原
番
組
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
―
」
、
石
井
研
士
編
著
『
バ
ラ
エ
テ
ィ
化
す
る
宗
教
』
青
弓
社
、
二
〇
一
〇
年
。 

堀
江
宗
正
『
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
ゆ
く
え
（
若
者
の
気
分
）
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
。 

本
田
元 

栗
原
彬 

野
家
啓
一 

丸
山
圭
三
郎
編
『
コ
ン
サ
イ
ス
２
０
世
紀
思
想
事
典
（
第
二
版
）
』
三
省
堂
、
一
九
九
七
年
。 

H
a

ll, S
tu

a
r
t 
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2
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-1
3

8
, 1

9
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0
[1

9
7

3
]. 

 

（
ま
） 

マ
キ
ャ
ー
ネ
ル
、
デ
ィ
ー
ン
著 
安
村
克
己
他
訳
『
ザ
・
ツ
ー
リ
ス
ト
―
高
度
近
代
社
会
の
構
造
分
析
』
学
文
社
、
二
〇
一
二
年 
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）
。 

真
倉
翔
原
作 

岡
野
剛
作
画
『
地
獄
先
生
ぬ
～
べ
～
（
全
三
一
巻
）
』
集
英
社
、
一
九
九
四
年
‐
一
九
九
九
年
。 

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
、
Ｍ
．
著 

栗
原
裕
・
河
本
仲
聖
訳
『
メ
デ
ィ
ア
論
―
人
間
拡
張
の
諸
相
―
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
七
年 
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。 

正
木
晃
『
は
じ
め
て
の
宗
教
学
―
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
を
読
み
解
く
―
』
春
秋
社
、
二
〇
〇
一
年
。 

正
木
晃
『
お
化
け
と
森
の
宗
教
学
―
と
な
り
の
ト
ト
ロ
と
い
っ
し
ょ
に
学
ぼ
う
―
』
春
秋
社
、
二
〇
〇
二
年
。 

正
木
晃
『
魔
法
と
猫
と
魔
女
の
秘
密
―
魔
女
の
宅
急
便
に
の
せ
て
―
』
春
秋
社
、
二
〇
〇
三
年
。 

正
木
晃
『
「
千
と
千
尋
」
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
世
界
』
春
秋
社
、
二
〇
〇
九
年
。 

正
木
晃
『
は
じ
め
て
の
宗
教
学
―
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
を
読
み
解
く
―
〔
増
補
新
装
版
〕
』
春
秋
社
、
二
〇
一
一
年
。 

松
井
圭
介
『
観
光
戦
略
と
し
て
の
宗
教
―
長
崎
の
教
会
群
と
場
所
の
商
品
化
―
』
筑
波
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
。 

松
田
広
子
『
最
後
の
イ
タ
コ
』
扶
桑
社
、
二
〇
一
三
年
。 

南
真
木
人
「
海
外
情
報
型
ク
イ
ズ
番
組
と
人
類
学
―
『
世
界
ウ
ル
ル
ン
滞
在
記
』
を
事
例
と
し
て
」
、
飯
田
、
原
編
『
電
子
メ
デ
ィ
ア
を
飼
い
な
ら
す
』
、
飯
田
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卓
、
原
知
章
編
『
電
子
メ
デ
ィ
ア
を
飼
い
な
ら
す
―
異
文
化
を
橋
渡
す
フ
ィ
ー
ル
ド
研
究
の
視
座
』
せ
り
か
書
房
、
二
〇
〇
五
年
。 

宮
崎
ふ
み
子
「
霊
場
恐
山
の
誕
生
」
、
『
環
』v

o
l.8

、
二
〇
〇
二
年
。 

宮
崎
ふ
み
子
「
恐
山
信
仰
の
伝
播
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
、
『
地
方
史
研
究
』
第
五
三
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
三
年
。 

宮
崎
ふ
み
子 

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
ダ
ン
カ
ン
「
地
域
か
ら
み
た
恐
山
」
、
『
歴
史
評
論
』
第
六
二
九
号
、
二
〇
〇
二
年
。 

宮
本
袈
裟
雄 

高
松
敬
吉
『
山
と
信
仰 

恐
山
』
佼
成
出
版
、
一
九
九
五
年
。 

む
つ
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
む
つ
市
史 

近
代
編
』
む
つ
市
、
一
九
八
六
年
。 

む
つ
市
商
工
観
光
課
商
工
係
編
『
商
工
経
済
要
覧
（
昭
和
４
９
・
５
４
・
５
９
・
６
３
年
度
）
』
む
つ
市
、
一
九
七
四
・
一
九
八
〇
・
一
九
八
四
・
一
九
八
九
年
。 

村
上
晶
「
消
え
ゆ
く
巫
俗
と
生
き
の
び
る
巫
者
―
ワ
カ
と
イ
タ
コ
を
事
例
と
し
て
―
」
、
『
宗
教
学
・
比
較
思
想
学
論
集
』
第
一
四
号
、
二
〇
一
三
年
。 

メ
デ
ィ
ア
・
リ
サ
ー
チ
・
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社
編
『
雑
誌
新
聞
総
か
た
ろ
ぐ
２
０
１
３
年
版
』
、
二
〇
一
三
年
。 

森
勇
男
『
霊
場
恐
山
物
語
』
北
の
街
社
、
一
九
七
五
年
。 

森
勇
男
『
下
北
風
土
記
』
浪
岡
書
店
、
一
九
七
六
年
。 

森
勇
男
『
恐
山
・
下
北
』
北
の
街
社
、
一
九
八
〇
年
。 

森
勇
男
『
地
の
果
て
恐
山
』
下
北
文
化
社
、
一
九
八
一
年
。 

森
勇
男
『
南
部
霊
場
恐
山
由
来
と
伝
説
』
下
北
文
化
社
、
一
九
八
一
年
。 

森
勇
男
『
恐
山
鎮
魂
歌
』
北
の
街
社
、
一
九
八
六
年
。 

森
勇
男
『
下
北
伝
説
の
旅
』
浪
岡
書
店
、
一
九
八
八
年
。 

森
勇
男
『
下
北
の
イ
タ
コ
物
語
』
北
の
街
社
、
一
九
九
一
年
。 

森
勇
男
『
霊
場
恐
山
と
下
北
の
民
俗
』
北
の
街
社
、
一
九
九
五
年
。 

 

（
や
） 
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柳
田
国
男
「
遠
野
物
語
」
、
同
『
柳
田
國
男
全
集 

第
二
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
七
年
（
『
遠
野
物
語
』
自
刊
、
一
九
一
〇
年
・
『
遠
野
物
語 

増
補
版
』
郷
土

研
究
社
、
一
九
三
五
年
）
。 

柳
田
国
男
「
『
イ
タ
カ
』
及
び
『
サ
ン
カ
』
（
一
‐
三
）
」
、
同
『
柳
田
国
男
全
集 

第
二
四
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
ａ
（
『
人
類
学
雑
誌
』
第
二
八
巻
第
二

号
、
一
九
一
一
‐
一
二
年
）
。 

柳
田
国
男
（
川
村
杳
樹
）
「
巫
女
考
（
一
‐
一
二
）
」
、
同
『
柳
田
国
男
全
集 

第
二
四
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
ｂ
（
『
郷
土
研
究
』
第
一
巻
第
一
‐
一
二

号
、
一
九
一
三
‐
一
四
年
）
。 

柳
田
国
男
「
大
白
神
考
」
、
同
『
柳
田
国
男
全
集 

第
一
九
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
ｃ
（
『
大
白
神
考
』
実
業
之
日
本
社
、
一
九
五
一
年
）
。 

柳
田
国
男
「
オ
シ
ラ
尚
遊
ぶ
」
、
同
『
柳
田
国
男
全
集 

第
二
七
巻
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
一
年
（
『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
第
一
〇
巻
第
一
七
号
、
一
九
二
八
年
）
。 

山
田
厳
子
「
巫
女
と
戦
争
―
東
北
に
お
け
る
危
機
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
―
」
『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』 

第
七
三
巻
第
八
号
、
二
〇
〇
八
年
。 

山
田
厳
子
「
世
間
の
変
貌
と
カ
タ
リ--

戦
中
戦
後
の
巫
女
を
め
ぐ
っ
て
」
『
口
承
文
藝
研
究
』
第
三
四
号
、
二
〇
一
一
年
。 

山
中
速
人
「
メ
デ
ィ
ア
と
観
光
―
ハ
ワ
イ
「
楽
園
」
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
と
メ
デ
ィ
ア
」
、
山
下
晋
司
編
『
観
光
人
類
学
』
新
曜
社
、
一
九
九
六
年
。 

山
中
弘
「
マ
ン
ガ
文
化
の
な
か
の
宗
教
」
、
石
井
研
士
編
『
消
費
さ
れ
る
〈
宗
教
〉
』
春
秋
社
、
一
九
九
六
年
。 

山
中
弘
編
『
宗
教
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
―
聖
な
る
も
の
の
変
容
と
持
続
―
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
一
二
年
。 

山
本
鹿
洲
「
オ
シ
ラ
サ
マ
の
研
究
（
上
）
」
、
『
東
北
文
化
研
究 
下
』
東
洋
書
院
、
一
九
七
七
年
ａ
（
『
東
北
文
化
研
究
』
第
二
巻
第
四
号
、
一
九
三
〇
年
）
。 

山
本
鹿
洲
「
オ
シ
ラ
サ
マ
の
研
究
（
下
）
」
、
『
東
北
文
化
研
究 

下
』
東
洋
書
院
、
一
九
七
七
年
ｂ
（
『
東
北
文
化
研
究
』
第
二
巻
第
五
号
（
未
刊
行
）
、
一
九
三

〇
年
）
。 

弓
山
達
也
「
報
告
二 

青
年
層
に
お
け
る
宗
教
情
報
の
伝
達
に
つ
い
て
」
、
池
上
良
正
・
中
牧
弘
允
編
『
情
報
時
代
は
宗
教
を
変
え
る
か
―
伝
統
宗
教
か
ら
オ
ウ

ム
真
理
教
ま
で
―
』
弘
文
堂
、
一
九
九
六
年
。 

吉
田
司
雄
編
『
オ
カ
ル
ト
の
惑
星
―
１
９
８
０
年
代
、
も
う
一
つ
の
世
界
地
図
―
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
九
年
。 

由
谷
裕
哉 

時
枝
務
編
『
郷
土
史
と
近
代
日
本
』
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
〇
年
。 
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吉
見
俊
哉
『
「
声
」
の
資
本
主
義
―
電
話
・
ラ
ジ
オ
・
蓄
音
機
の
社
会
史
―
』
講
談
社
、
一
九
九
五
年
。 

吉
見
俊
哉
『
メ
デ
ィ
ア
文
化
論
〔
改
訂
版
〕
』
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
。 

吉
見
俊
哉 

水
越
伸
『
メ
デ
ィ
ア
論
』
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
〇
一
年
。 

 

（
ら
） 

リ
ッ
プ
マ
ン
、
Ｗ
．
著 

掛
川
ト
ミ
子
訳
『
世
論
（
上
・
下
）
』
）
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年 
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ip
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p
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h
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m
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o

m
p

a
n

y
, 1

9
2

2

）
。 

旅
行
案
内
社
編
「
公
認 

汽
車
汽
船
旅
行
案
内
（
大
正
一
二
年
七
月
）
」
、
『
復
刻
版 

明
治
・
大
正
時
刻
表
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
八
年
（
『
公
認 

汽
車

汽
船
旅
行
案
内
（
大
正
一
二
年
七
月
）
』
旅
行
案
内
社
、
一
九
二
三
年
）
。 

ル
イ
ス
、
Ｉ
．
Ｍ
．
著 

平
沼
孝
之
訳
『
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
人
類
学
―
憑
依
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
―
』 
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. 
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k
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T
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, 

1
9

7
1

）
。 

ル
ッ
ク
マ
ン
、
ト
ー
マ
ス
著 

赤
池
憲
昭
・
ス
ィ
ン
ゲ
ド
ー
、
ヤ
ン
訳
『
見
え
な
い
宗
教
―
現
代
宗
教
社
会
学
入
門
―
』
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
七
六
年 

 
 

（L
u

c
k

m
a

n
n

, T
h

o
m

a
s
 

 
T

h
e

 In
v

is
ib

le
 R

e
lig

io
n

: T
h

e
 P

r
o

b
le

m
 o

f R
e

lig
io

n
 in

 M
o

d
e

r
n

 S
o

c
ie

ty
, N

e
w

 Y
o

r
k

: T
h

e
 M
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n
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o
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p

a
n
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, 

1
9

6
7

）
。 

 

（
わ
） 

Ｙ
Ｔ
Ｖ
情
報
産
業
研
究
グ
ル
ー
プ
編
『
情
報
産
業
と
し
て
の
宗
教
』
サ
イ
マ
ル
出
版
、
一
九
七
五
年
。 

渡
辺
武
達 

山
口
功
二 

野
原
仁
編
『
メ
デ
ィ
ア
用
語
基
本
事
典
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
一
一
年
。 

渡
邊
直
樹
責
任
編
集
『
宗
教
と
現
代
が
わ
か
る
本
２
０
１
０
（
特
集 

宗
教
と
映
像
メ
デ
ィ
ア
）
』
平
凡
社
、
二
〇
一
〇
年
。 
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渡
邊
直
樹
責
任
編
集
『
宗
教
と
現
代
が
わ
か
る
本
２
０
１
５
（
特
集 

マ
ン
ガ
と
宗
教
）
』
平
凡
社
、
二
〇
一
五
年
。 
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【
謝
辞
】 

本
学
の
博
士
課
程
に
入
学
し
た
際
、
学
位
論
文
の
完
成
と
い
う
日
を
心
に
思
い
描
く
こ
と
は
全
く
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
し
た
状
況
は
、
論
文
提
出
の

半
年
前
で
あ
っ
て
も
何
ら
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
ん
な
私
が
ど
う
に
か
論
文
を
最
後
ま
で
書
き
き
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
ひ
と
え
に
支
え
て
く

だ
さ
っ
た
皆
様
の
ご
厚
情
の
お
か
げ
で
あ
り
ま
す
。 

そ
も
そ
も
指
導
教
官
で
あ
る
石
井
研
士
先
生
が
手
を
差
し
伸
べ
て
く
だ
さ
ら
な
け
れ
ば
、
研
究
者
と
し
て
の
今
の
自
分
は
存
在
し
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

す
ぐ
に
自
信
を
失
い
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
な
る
私
は
、
い
つ
も
石
井
先
生
の
温
か
い
お
言
葉
と
、
明
快
な
ご
助
言
に
救
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
研
究
は
楽
し
い
も

の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
石
井
先
生
は
い
つ
も
思
い
出
さ
せ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
私
の
抱
い
た
関
心
と
研
究
テ
ー
マ
を
最
大
限
に
尊
重
し
て
く
だ
さ
る
と
と
も

に
、
「
宗
教
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
研
究
の
偉
大
な
る
先
達
と
し
て
、
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
賜
っ
た
石
井
先
生
に
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

駒
澤
大
学
の
池
上
良
正
先
生
と
國
學
院
大
學
の
黒
﨑
浩
行
先
生
に
は
、
論
文
の
副
査
を
お
引
き
受
け
い
た
だ
き
ま
し
た
。
民
間
巫
者
研
究
の
大
家
で
あ
ら
れ

る
池
上
先
生
と
、
メ
デ
ィ
ア
利
用
の
観
点
か
ら
宗
教
の
新
た
な
地
平
を
切
り
開
く
黒
﨑
先
生
に
ご
指
導
を
賜
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
う
え
な
い
名
誉
で
あ
り
、
喜

び
で
あ
り
ま
す
。
心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

横
浜
国
立
大
学
の
一
柳
廣
孝
先
生
は
、
学
部
の
頃
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
ず
っ
と
私
の
こ
と
を
見
守
り
、
応
援
し
続
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
学
問
の
楽

し
さ
に
気
づ
く
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
一
柳
先
生
の
お
か
げ
で
す
。
一
柳
先
生
が
『
バ
ラ
エ
テ
ィ
化
す
る
宗
教
』
を
手
渡
し
て
く
だ
さ
ら
な
か
っ
た
ら
、
こ
の

論
文
も
現
在
の
私
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
賜
っ
た
ご
厚
情
に
心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

福
島
県
立
博
物
館
の
佐
治
靖
先
生
に
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
い
う
営
為
に
つ
い
て
、
そ
の
楽
し
さ
と
厳
し
さ
、
本
当
に
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
イ
タ
コ
の
オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
を
始
め
と
す
る
、
本
論
に
記
載
さ
れ
た
巫
業
は
、
い
ず
れ
も
佐
治
先
生
の
ご
厚
意
に
よ
っ
て
実
見
が
実
現
し
た

も
の
で
あ
り
ま
す
。
貴
重
な
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
佐
治
先
生
に
深
く
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

大
東
文
化
大
学
の
今
井
秀
和
先
生
に
は
、
研
究
活
動
全
般
に
つ
い
て
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
今
井
先
生
が
い
な
け
れ
ば
、
成
田

守
先
生
、
そ
し
て
大
東
文
化
大
学
民
俗
学
研
究
会
お
よ
び
成
田
ゼ
ミ
の
皆
様
と
お
会
い
す
る
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

大
東
文
化
大
学
の
成
田
守
先
生
に
は
、
「
口
寄
せ
巫
女
」
の
知
見
に
つ
い
て
、
大
変
多
く
の
こ
と
を
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。
外
部
か
ら
突
然
や
っ
て
来
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た
に
も
拘
ら
ず
、
い
つ
も
温
か
く
受
け
入
れ
て
下
さ
っ
た
成
田
先
生
に
深
く
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

な
お
、
本
論
第
一
二
章
の
調
査
は
、
今
井
先
生
の
ご
友
人
の
皆
様
、
そ
し
て
、
世
間
話
研
究
会
の
竹
内
邦
孔
先
生
に
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
心
よ
り
お
礼

を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

ま
た
、
本
論
文
の
執
筆
に
際
し
て
は
、
多
く
の
研
究
会
に
て
研
鑽
の
機
会
を
賜
り
ま
し
た
。 

一
柳
廣
孝
先
生
、
茨
城
大
学
の
谷
口
基
先
生
、
首
都
大
学
東
京
の
近
藤
瑞
木
先
生
を
発
起
人
と
し
た
怪
異
怪
談
研
究
会
で
は
、
発
表
の
機
会
を
賜
る
と
共
に
学

際
的
か
つ
建
設
的
な
ご
意
見
を
数
多
く
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
一
柳
先
生
、
谷
口
先
生
、
今
井
先
生
に
は
、
本
論
第
六
章
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
も

ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
中
山
一
郎
先
生
に
は
、
貴
重
な
映
像
資
料
を
頂
戴
す
る
と
共
に
、
大
変
温
か
い
励
ま
し
の
お
言
葉
を
賜
り
ま
し
た
。
私
を
育
て

て
下
さ
っ
た
怪
異
怪
談
研
究
会
の
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

共
同
研
究
員
と
し
て
在
籍
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
に
お
い
て
は
、
仏
教
と
は
や
や
距
離
の
あ
る
発
表
内
容
に
も
拘
ら
ず
、
様
々
な
角

度
か
ら
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
か
つ
示
唆
に
富
ん
だ
ご
意
見
を
い
つ
も
た
く
さ
ん
い
た
だ
き
ま
し
た
。
自
由
に
議
論
の
出
来
る
貴
重
な
場
を
与
え
て
下
さ
る
と
共
に
、

「
宗
教
」
の
可
能
性
を
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
の
皆
様
に
、
深
く
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

大
阪
大
学
を
拠
点
と
し
た
国
際
日
本
学
研
究
会
に
お
き
ま
し
て
も
、
例
会
へ
の
参
加
と
紀
要
に
執
筆
の
機
会
を
賜
り
ま
し
た
。『
文
化
／
批
評
』
へ
の
投
稿
、

そ
し
て
そ
の
書
評
会
で
皆
様
か
ら
い
た
だ
い
た
先
鋭
で
核
心
を
突
い
た
ご
教
示
は
、
本
論
を
執
筆
す
る
う
え
で
、
極
め
て
重
要
な
灯
り
と
な
り
ま
し
た
。
心
よ

り
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

川
村
邦
光
先
生
に
は
、
国
際
日
本
学
研
究
会
の
他
に
も
、
日
本
宗
教
学
会
で
の
パ
ネ
ル
発
表
に
て
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を
お
引
き
受
け
い
た
だ
き
、
ご
高
配
を

賜
り
ま
し
た
。
民
間
巫
者
研
究
の
権
威
で
あ
ら
れ
る
川
村
先
生
に
ご
指
導
を
い
た
だ
け
た
こ
と
は
、
何
に
も
代
え
が
た
い
喜
び
で
す
。
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。 

 

日
本
学
術
振
興
会
の
永
岡
崇
先
生
に
も
、
国
際
日
本
学
研
究
会
な
ら
び
に
前
掲
の
パ
ネ
ル
発
表
な
ど
に
て
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
遥
か
前
方
を
行
く

永
岡
先
生
の
背
中
を
見
な
が
ら
、
私
も
頑
張
ら
な
け
れ
ば
と
、
い
つ
も
気
を
引
き
締
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
学
び
の
機
会
を
与
え

て
下
さ
っ
た
永
岡
先
生
に
、
深
く
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。 
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多
く
の
研
究
会
や
発
表
で
ご
一
緒
し
、
若
手
研
究
者
と
し
て
互
い
に
刺
激
し
合
い
、
共
に
歩
ん
で
き
た
東
京
学
芸
大
学
の
構
大
樹
先
生
、
東
京
大
学
の
茂
木

謙
之
介
先
生
に
も
、
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
お
二
人
の
ご
活
躍
が
な
け
れ
ば
、
博
士
論
文
の
提
出
は
も
っ
と
遅
く
な
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ

れ
か
ら
も
お
二
人
に
負
け
な
い
よ
う
、
自
己
研
鑽
に
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。 

目
白
大
学
の
山
中
智
省
先
生
に
は
、
本
論
の
図
版
や
表
の
作
成
に
て
、
多
大
な
る
ご
支
援
を
賜
り
ま
し
た
。
他
に
も
、
大
小
様
々
な
こ
と
で
お
世
話
に
な
り
、

感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
本
論
は
山
中
先
生
の
お
力
添
え
な
く
し
て
は
、
間
違
い
な
く
完
成
い
た
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
ら
た
め
ま
し
て
、
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
。 

そ
し
て
、
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
っ
た
皆
様
に
、
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
お
忙
し
い
中
、
貴
重
な
お
話
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
り
、
温
か
く
迎
え
て

下
さ
っ
た
青
山
義
男
様
、
青
山
セ
ツ
様
、
中
村
タ
ケ
様
、
三
上
八
千
代
様
、
横
町
石
蔵
様
・
ご
家
族
の
皆
様
、
八
戸
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
の
小
笠
原
慶

信
様
・
小
田
勝
子
様
、
石
田
山
光
龍
寺
様
、
恐
山
の
皆
様
、
旧
ま
か
ど
温
泉
ホ
テ
ル
様
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
大
学
・
短
期
大
学
の
皆
様
、
お

話
を
聞
か
せ
て
下
さ
っ
た
多
く
の
皆
様
に
は
、
感
謝
し
て
も
感
謝
し
尽
く
す
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
ま
た
、
資
料
の
使
用
を
お
許
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
青
森
県

庁
、
笹
澤
魯
羊
資
料
室
、
東
北
芸
術
工
科
大
学
東
北
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
む
つ
市
役
所
の
皆
様
に
も
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

最
後
に
、
私
を
支
え
て
く
れ
た
父
母
と
妹
、
何
よ
り
、
民
間
巫
者
を
研
究
す
る
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
た
八
戸
の
石
田
松
彦
様
と
石
田
セ
ツ
子
様
に
心
か

ら
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 
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【
付
記
】 

本
論
文
は
、
平
成
二
四
‐
二
六
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
の
交
付
を
受
け
て
行
わ
れ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 


