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「
民
間
伝
承
に
お
け
る
「
面
」
の
研
究
」 
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本
論
は
「
面
」
と
関
わ
る
民
間
伝
承
の
研
究
で
あ
り
、
表
現
に
「
面
」
を
取
り
入
れ
た
文
芸
作
品
や
口
頭
伝
承
を
論
じ
て
い
る
。

構
成
は
、
序
章
、
先
行
研
究
の
紹
介
、
第Ⅰ

部
「
昔
話
に
お
け
る
「
面
」」
の
一
章
か
ら
四
章
、
第Ⅱ

「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ

の
生
成
と
変
容
」
の
一
章
か
ら
三
章
、
第Ⅲ

部
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
の
変
容
と
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
一
章
か
ら
四
章
、
第

Ⅳ

部
「「
ひ
よ
つ
と
こ
」
の
「
面
」
の
解
釈
」
の
一
章
と
最
後
に
終
章
を
お
い
て
い
る
。 

序
章
で
は
日
本
に
お
け
る
面
の
歴
史
を
概
観
し
て
、
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
た
面
が
伝
統
芸
能
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

や
が
て
話
の
世
界
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
述
べ
る
。
面
を
用
い
た
話
の
世
界
に
お
け
る
表
現
は
、
現
代
に

お
い
て
も
マ
ン
ガ
や
テ
レ
ビ
の
作
品
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
作
品
で
は
仮
面
が
変
身
と
結
び
つ
き
、
変
身
の
象
徴
と

な
っ
て
い
る
。
昨
今
の
マ
ン
ガ
や
テ
レ
ビ
作
品
で
は
、
人
が
仮
面
を
付
け
て
変
身
す
る
対
象
は
正
義
の
ヒ
ー
ロ
ー
で
あ
り
、
仮

面
を
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
殊
な
能
力
や
超
人
的
な
力
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
近
代
に
至
る
ま
で
の
口
頭

伝
承
、
文
芸
作
品
に
お
い
て
人
が
面
を
付
け
て
変
身
す
る
の
は
、
鬼
か
恐
ろ
し
い
異
形
の
姿
で
あ
っ
た
。
話
の
世
界
に
お
い
て

顔
に
付
け
た
面
が
外
れ
な
く
な
る
表
現
を
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
と
い
う
。「
面
」
を
悪
事
に
使
用
し
た
り
、
悪
心
を
持
っ
て

面
を
付
け
る
と
顔
か
ら
離
れ
な
く
な
り
、
鬼
や
異
形
の
姿
と
な
る
。
お
伽
草
子
『
磯
崎
』
は
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
を
取
り

入
れ
た
作
品
で
あ
り
、
磯
崎
殿
の
妻
は
嫉
妬
心
か
ら
鬼
面
を
付
け
て
後
妻
を
脅
し
、
そ
の
ま
ま
鬼
面
が
顔
に
付
い
て
離
れ
な
く

な
る
。
日
光
山
の
稚
児
で
あ
る
息
子
の
説
教
に
よ
っ
て
鬼
面
は
外
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
近
世
期
の
文
芸
作
品
や
浄
瑠
璃
の
脚
本

で
は
宗
教
者
に
よ
っ
て
面
が
外
さ
れ
る
一
方
、「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
を
取
り
入
れ
た
伝
説
に
お
い
て
は
面
が
外
さ
れ
ず
、
人

が
鬼
に
な
る
話
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
用
い
ら
れ
方
の
相
違
に
は
、「
面
」
に
関
す
る
何
ら
か

の
決
ま
り
ご
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
、「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
や
面
を
話
に
取
り
入
れ
た
昔
話
、
伝

説
、
文
芸
作
品
を
取
り
上
げ
て
、「
面
」
が
作
品
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
し

た
。 「

先
行
研
究
の
紹
介
」
で
は
、
一
、
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
、
二
、
お
伽
草
子
『
磯
崎
』、
三
、
昔
話
「
肉
附
き
面
」、
四
、

蓮
如
伝
説
、
五
、
酒
呑
童
子
、
六
、
お
伽
草
子
『
伊
吹
童
子
』
と
「
伊
吹
弥
三
郎
」
伝
説
、
七
、
仮
面
、
八
、「
摩
多
羅
神
」
に

関
す
る
論
考
を
取
り
上
げ
た
。
魔
多
羅
神
は
天
台
宗
の
常
行
三
昧
堂
の
後
戸
に
祀
ら
れ
る
芸
能
の
神
と
い
わ
れ
て
い
る
。「
先
行

研
究
の
紹
介
」
に
挙
げ
た
論
考
の
な
か
に
は
、
本
論
の
な
か
で
引
用
や
言
及
を
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
貴
重
な

研
究
か
ら
は
多
く
の
教
示
を
受
け
た
。 

第Ⅰ

部
一
章
「
昔
話
「
肉
附
き
面
」
と
蓮
如
信
仰
」
で
は
、
蓮
如
伝
説
、
「
嫁
威
肉
附
面
」
説
話
の
類
話
で
あ
る
昔
話
「
肉
附

き
面
」
を
取
り
上
げ
て
、
収
集
し
た
百
話
の
内
容
を
分
析
し
た
。
昔
話
「
肉
附
き
面
」
は
「
蓮
如
伝
説
」、「
嫁
威
肉
附
面
」
縁
起

と
話
の
内
容
に
お
い
て
異
同
は
少
な
い
が
、
姑
が
嫁
に
さ
せ
る
仕
事
を
具
体
的
に
語
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
百
話
を
、
A

、
蓮

如
伝
説
が
数
多
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
地
域
、
B

、
浄
土
真
宗
の
信
者
が
多
い
地
域
、
C

、
そ
れ
以
外
の
地
域
に
分
け
て
内
容

を
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
A

の
地
域
で
は
蓮
如
や
寺
院
の
力
を
強
調
し
て
語
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
B

、
C

の
地
域
で

は
蓮
如
信
仰
の
影
響
は
小
さ
く
、
C

の
地
域
で
は
寺
参
り
に
つ
い
て
語
ら
ず
、
嫁
を
実
家
に
帰
す
た
め
に
恐
ろ
し
い
面
で
脅
す

と
い
う
話
も
み
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
嫁
の
仕
事
の
内
容
が
「
夜
な
べ
」
と
抽
象
的
に
表
現
さ
れ
る
一
方
、
米
や
雑
穀
、
豆
や
籾
を

石
臼
で
挽
粉
に
す
る
、
苧
績
を
紡
ぐ
と
い
う
よ
う
に
具
体
的
に
語
る
話
も
あ
っ
た
。
嫁
姑
の
昔
話
の
な
か
に
は
、
姑
が
嫁
を
実
家

に
帰
そ
う
と
し
て
夜
な
べ
で
苧
績
を
紡
ぐ
速
さ
を
競
う
話
が
あ
る
。
昔
話
「
肉
附
き
面
」
に
み
ら
れ
る
嫁
の
仕
事
は
、
嫁
姑
の
昔

話
の
な
か
に
も
み
ら
れ
、
C

の
地
域
で
は
嫁
の
寺
参
り
を
嫌
う
た
め
に
面
で
脅
す
の
で
は
な
く
、
実
家
に
帰
し
た
く
て
脅
す
と

語
る
も
の
も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
嫁
姑
の
葛
藤
譚
が
蓮
如
信
仰
や
浄
土
真
宗
の
教
化
譚
に
取
り
込
ま
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
察

し
た
。 

第Ⅰ

部
二
章
「
昔
話
「
肉
附
き
面
」
の
背
景
―
近
世
社
会
に
お
け
る
女
性
と
生
活
―
」
で
は
、
昔
話
「
肉
附
き
面
」
に
み
ら
れ

る
嫁
姑
の
関
係
か
ら
昔
話
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
南
方
熊
楠
の
『
磯
崎
』
に
関
す
る
論
考
に
は
、
イ
ン
ド
の
古
い
仏
典
『
雑

宝
蔵
経
』
や
中
国
の
古
典
に
嫁
姑
の
葛
藤
譚
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
昔
話
に
は
仏
典
や
説
話
か
ら
翻
案
さ
れ
た
嫁
と
姑
の
葛

藤
譚
が
あ
り
、
そ
う
し
た
話
の
特
徴
は
「
孝
行
」
を
説
く
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
姑
に
危
害
を
加
え
た
嫁
に
は
天
罰
が
く
だ
る



 

 

 

話
が
多
く
、
反
対
に
姑
が
加
害
者
と
な
る
話
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
姑
が
嫁
を
い
じ
め
て
戒
め
ら
れ
る
昔
話
「
肉
附
き
面
」

は
、
古
い
仏
典
を
翻
案
し
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
た
。
浄
土
真
宗
の
教
化
譚
に
み
ら
れ
る
「
嫁
威
肉
附
面
」
説
話
を
流
布
さ
せ

た
書
物
に
、
浄
土
真
宗
と
関
わ
る
名
所
を
記
し
た
『
二
十
四
輩
順
拝
図
会
』
が
あ
る
。『
二
十
四
輩
』「
吉
崎
山
」
で
は
、
説
教
を

聞
き
に
蓮
如
の
元
に
通
う
夫
婦
と
、
そ
れ
を
快
く
思
わ
な
い
姑
と
の
対
立
が
描
か
れ
る
。
こ
の
話
に
お
け
る
夫
婦
と
義
父
母
と
の

や
り
と
り
は
創
作
で
あ
る
が
、『
二
十
四
輩
』
と
近
い
時
期
に
刊
行
さ
れ
、
徳
川
幕
府
が
編
集
に
携
わ
っ
た
『
官
刻
孝
義
録
』
に

は
当
時
の
夫
婦
あ
る
い
は
嫁
と
義
父
母
と
家
庭
に
お
け
る
関
係
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、『
官
刻
孝
義
録
』
に
み
ら
れ
る

嫁
の
仕
事
や
寺
参
り
の
状
況
を
参
考
に
し
て
、
当
時
の
嫁
姑
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
さ
ら
に
、
近
世
期
の
浄
土
真
宗
に
お

け
る
女
人
講
の
実
態
は
寺
院
に
赴
く
の
で
は
な
く
、
講
に
加
入
す
る
女
性
た
ち
が
家
に
集
ま
り
持
仏
な
ど
を
拝
す
る
形
で
行
わ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
嫁
姑
の
間
柄
が
、
家
庭
内
に
お
い
て
問
題
視
さ
れ
る
の
は
十
八
世
紀
初
頭
で
あ
る
と
い
う
社
会
学
分
野

の
論
考
も
ふ
ま
え
て
、
昔
話
「
肉
附
き
面
」
は
近
世
期
の
嫁
姑
の
関
係
を
反
映
し
た
話
で
あ
る
と
推
測
し
た
。 

第Ⅰ

部
三
章
「
昔
話
「
鬼
の
面
」
に
お
け
る
「
鬼
面
」
の
呪
力
」
で
は
、
昔
話
「
鬼
の
面
」
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
話
で
は
、

鬼
面
を
被
っ
た
者
が
図
ら
ず
も
ば
く
ち
打
ち
や
盗
賊
を
脅
か
し
て
金
銭
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
鬼
面
に
招
福
性
が
備
わ

っ
て
い
る
。
天
台
宗
の
口
演
説
教
の
テ
キ
ス
ト
と
推
測
さ
れ
る
説
話
集
『
法
華
経
直
談
鈔
』「
友
を
見
て
鬼
と
思
う
事
」、『
直
談

因
縁
集
』「
魔
の
所
以
に
つ
い
て
」
の
二
話
の
な
か
に
、
山
中
の
暗
い
場
所
で
猿
楽
者
が
衣
装
や
面
を
付
け
て
暖
を
取
ろ
う
と
し

た
と
こ
ろ
、
周
囲
の
者
が
鬼
と
勘
違
い
し
て
逃
げ
出
し
、
猿
楽
者
も
一
緒
に
な
っ
て
逃
げ
た
と
い
う
話
が
あ
り
、
先
行
研
究
に
お

い
て
も
す
で
に
昔
話
「
鬼
の
面
」
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
二
話
の
説
話
が
典
拠
と
し
た
の
は
仏
典
『
百
喩
経
』

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。『
百
喩
経
』
も
寒
さ
ゆ
え
に
衣
装
を
着
け
た
と
こ
ろ
、
鬼
と
勘
違
い
さ
れ
た
と
い
う
話
で
あ
る
が
、

顔
が
寒
く
て
面
を
付
け
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
か
ら
天
台
系
の
寺
院
で
行
わ
れ
る
摩
多
羅
神
の
祭
礼
に
関
し
て
、
例
え

ば
日
光
山
輪
王
寺
で
は
面
の
行
道
が
行
わ
れ
、
多
武
峯
談
山
神
社
で
は
面
が
ご
神
体
で
あ
る
と
い
う
例
を
示
し
て
、
そ
う
し
た
信

仰
が
天
台
系
説
話
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
察
し
た
。
そ
し
て
、
昔
話
「
鬼
の
面
」
に
お
け
る
鬼
面
の
招
福
性
に
つ
い
て
は
、
お

伽
草
子
や
狂
言
、
神
楽
の
詞
章
の
な
か
に
、
鬼
の
呪
宝
に
関
す
る
言
及
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
鬼
が
呪
宝
を
持
つ
と
い
う
言

い
伝
え
が
時
代
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
、「
鬼
面
」
が
現
世
利
益
を
招
く
と
い
う
見
方
に
つ
な
が
っ
た
と
考
察
し
た
。 

第Ⅰ

部
四
章
「
昔
話
「
鬼
の
面
」
に
お
け
る
「
愚
息
型
」
と
「
孝
行
女
」
型
の
考
察
」
で
は
、
昔
話
「
鬼
の
面
」
を
そ
の
内
容

か
ら
「
愚
息
型
」
と
「
孝
女
型
」
の
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
て
、
双
方
の
話
の
分
布
を
示
し
、
内
容
を
分
析
し
た
。「
愚
息
型
」

は
岡
山
、
鳥
取
、
島
根
、
広
島
県
の
山
間
部
に
集
中
し
て
分
布
す
る
。
こ
の
話
で
は
主
人
公
が
山
間
部
か
ら
都
市
に
年
越
し
の
買

い
物
に
行
き
、
金
銭
的
な
価
値
の
な
い
鬼
面
を
買
っ
て
帰
る
。
市
が
立
つ
具
体
的
な
町
の
名
前
、
ま
た
小
間
物
を
売
り
歩
く
行
商

人
も
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
話
の
媒
介
者
と
し
て
山
間
地
や
都
市
を
行
き
来
す
る
商
人
を
想
定
し
た
。
ま
た
、「
愚
息
型
」
で
は
、

一
見
愚
者
に
み
え
る
主
人
公
が
鬼
面
に
よ
っ
て
富
を
得
る
。
そ
こ
か
ら
、
『
蒜
山
盆
地
の
昔
話
』
で
「
主
人
公
は
一
見
愚
人
の
よ

う
で
あ
っ
て
、
実
の
と
こ
ろ
は
成
功
者
に
仕
立
て
ら
れ
た
り
す
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
「
村
う
ち
の
愚
か
村
話
」
の
系
列
に
あ
る
と

推
測
し
た
。
一
方
、「
孝
女
型
」
は
奉
公
に
出
る
女
児
の
孝
行
譚
で
あ
り
、
細
井
平
洲
の
儒
教
の
教
諭
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い

る
が
、
教
諭
が
行
わ
れ
た
と
い
う
愛
知
県
で
は
一
話
も
分
布
が
み
ら
れ
ず
、『
心
学
道
話
』
に
も
類
話
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。「
孝

女
型
」
の
話
も
ま
た
山
間
部
の
地
域
に
分
布
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。「
愚
息
型
」
が
伝
播
し
な
い
地
域
の
「
孝
女
型
」
の
話
で

は
、
女
児
に
名
前
が
付
さ
れ
て
お
り
、
絵
本
に
よ
る
話
の
伝
播
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
か
ら
、「
孝
女
型
」
は
近
世
期

に
さ
か
ん
に
説
か
れ
た
孝
徳
思
想
の
影
響
に
よ
っ
て
、「
愚
息
型
」
の
あ
と
に
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。 

こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
話
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
の
は
、
山
間
地
域
で
物
を
生
産
す
る
人
々
の
貨
幣
経
済
に
疎
い
側
面
で
あ

り
、
こ
う
し
た
人
々
が
話
の
最
後
に
は
富
を
手
に
入
れ
る
姿
を
語
る
と
こ
ろ
に
、
物
を
流
通
さ
せ
る
商
人
た
ち
と
物
を
生
産
す
る

人
々
と
の
葛
藤
が
潜
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
の
よ
う
な
側
面
か
ら
、
昔
話
「
鬼
の
面
」
に
は
近
世
期
の
経
済

格
差
の
問
題
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
察
し
た
。 

第Ⅱ

部
一
章
「「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
変
容
」
で
は
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
用
い
ら
れ
方
の
多
様
性
に
つ
い
て
述
べ

た
。
面
を
用
い
る
神
事
習
俗
に
は
、『
福
井
県
史
』
で
紹
介
さ
れ
る
「「
エ
ビ
ス
・（
恵
比
須
）・
大
黒
の
綱
引
き
」
の
よ
う
に
、
面

を
粗
末
に
扱
う
と
顔
に
付
い
て
離
れ
な
く
な
る
と
い
う
言
い
伝
え
を
伴
う
も
の
が
あ
り
、
信
仰
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
一
方
で
、

『
福
井
県
大
野
郡
誌
』「
村
誌
稿
」
で
は
一
向
一
揆
で
平
泉
寺
を
滅
ぼ
し
て
面
を
盗
ん
だ
者
の
顔
に
面
が
付
い
て
離
れ
な
く
な
っ



 

 

 

た
と
い
う
よ
う
に
、
宗
教
的
な
意
味
合
い
が
み
て
と
れ
る
。
近
世
の
文
芸
作
品
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
で

は
、
男
性
が
「
肉
附
き
面
」
と
な
っ
た
女
性
の
顔
か
ら
面
を
外
す
と
い
う
話
が
複
数
あ
る
。
柳
田
國
男
は
「
妹
の
力
」
の
な
か
で

「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
と
は
、
女
性
が
祭
礼
に
お
い
て
仮
面
を
付
け
、
水
の
神
に
扮
す
る
時
に
神
か
我
か
の
境
が
恍
惚
と
し
て

分
か
ら
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
と
思
う
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
柳
田
の
考
察
に
つ
い
て
、「
肉
附
き
面
」
の
変
容
の

パ
タ
ー
ン
を
示
し
な
が
ら
検
討
を
行
っ
た
。 

第Ⅱ

部
二
章
「
白
馬
村
の
「
七
道
の
面
」
伝
説
」
で
は
、
長
野
県
白
馬
村
の
切
久
保
諏
訪
神
社
の
七
道
祭
の
面
に
ち
な
む
「
お

か
る
」
の
伝
説
を
取
り
上
げ
た
。
姑
と
仲
の
悪
い
「
お
か
る
」
と
い
う
女
性
は
、
神
社
が
所
有
す
る
恐
ろ
し
い
面
を
付
け
て
姑
を

脅
し
た
と
こ
ろ
面
が
外
れ
な
く
な
り
、
山
へ
と
登
る
。
小
池
直
太
朗
編
、
爐
邊
叢
書
『
小
谷
口
碑
集
』
の
「
尾
花
踊
と
七
当
の
面

と
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。『
小
谷
口
碑
集
』
に
は
『
遠
野
物
語
』
の
影
響
が
み
ら
れ
る
と
い
う
花
部
英
雄
の
先
行
研
究
を
も
と

に
、「
お
か
る
」
の
伝
説
に
み
ら
れ
る
柳
田
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ま
た
、「
口
碑
集
」
の
も
と
に
な
っ
た
『
小
谷
四
ヶ
庄

傳
説
集
』
と
、『
小
谷
口
碑
集
』
よ
り
後
に
編
集
さ
れ
た
『
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿
』
に
は
、『
小
谷
口
碑
集
』
の
「
七
当
の
面
」
と

同
じ
構
成
要
素
を
含
む
伝
説
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
伝
説
を
表
に
記
し
て
内
容
を
比
較
し
た
。
北
安
曇
郡
地
域
に
は

山
に
住
む
姥
神
に
つ
い
て
語
る
伝
説
が
多
く
あ
り
、
女
性
を
忌
避
す
る
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
獅
子
の
面
が
女
性
の
接
近
を
忌
む
と

い
う
言
い
伝
え
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
女
性
が
祭
礼
の
面
を
用
い
る
こ
と
に
対
し
て
禁
忌
の
意
味
合
い
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い

か
と
推
測
し
た
。 

第Ⅱ

部
三
章
「「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
多
義
性
」
で
は
、
女
性
と
「
面
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
山
の
神
信
仰
と
の
関
わ
り

か
ら
取
り
上
げ
た
。
日
本
で
は
山
の
神
を
女
性
と
す
る
地
域
が
多
く
み
ら
れ
、
容
姿
が
醜
く
て
嫉
妬
深
い
と
も
言
い
伝
え
ら
れ
て

お
り
、
山
の
神
の
祭
礼
に
女
性
が
参
加
す
る
の
を
禁
じ
る
こ
と
が
あ
る
。 

「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
を
取
り
入
れ
た
切
久
保
諏
訪
神
社
の
七
道
祭
に
ま
つ
わ
る
「
お
か
る
」
の
伝
説
で
は
「
お
か
る
」
と

い
う
女
性
が
面
を
悪
用
し
て
顔
か
ら
離
れ
な
く
な
る
。
現
在
に
い
た
っ
て
も
切
久
保
諏
訪
神
社
の
七
道
祭
で
は
女
性
が
面
を
付
け

る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
新
潟
県
弥
彦
神
社
の
大
大
神
楽
で
も
、
面
を
付
け
て
神
楽
を
捧
げ
る
の
は
成
人
男
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、

切
久
保
諏
訪
神
社
に
は
「
太
郎
子
さ
ま
」
と
い
う
女
性
の
民
俗
神
の
伝
承
、
弥
彦
神
社
の
妻
戸
大
神
に
は
、
子
ど
も
を
多
く
出
産

し
た
妻
戸
大
神
か
ら
逃
げ
た
弥
彦
神
を
妻
戸
神
が
追
い
か
け
る
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。
こ
の
話
は
山
の
神
十
二
社
の
伝
承
に
み
ら

れ
る
パ
タ
ー
ン
を
踏
襲
し
て
お
り
、
子
ど
も
を
多
く
出
産
す
る
山
の
女
神
を
厭
い
、
夫
の
神
が
逃
げ
る
の
を
、
山
の
神
が
慕
っ
て

追
い
か
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
口
頭
伝
承
に
は
嫉
妬
深
い
山
の
神
が
美
し
い
弁
天
さ
ま
と
夫
の
神
を
め
ぐ
っ
て
ラ
イ

バ
ル
関
係
に
あ
る
と
い
う
話
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
例
を
踏
ま
え
て
、
近
世
期
の
文
芸
作
品
で
あ
る
『
磯
崎
』
の
な

か
で
、
「
肉
附
き
面
」
と
な
る
正
妻
が
「
山
の
神
」
の
よ
う
に
醜
悪
で
嫉
妬
深
く
描
か
れ
、
後
妻
が
若
く
美
し
く
描
か
れ
て
対
比

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
背
景
に
、
女
性
と
山
の
神
の
祭
礼
、
面
に
ま
つ
わ
る
問
題
を
提
起
し
た
。 

第Ⅲ

部
一
章
「
新
潟
の
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
」
で
は
、
主
に
国
上
寺
に
伝
わ
る
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
の

伝
説
に
は
、「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
と
類
似
す
る
顔
の
変
化
か
ら
鬼
に
な
る
モ
チ
ー
フ
が
み
ら
れ
る
。
変
化
か
ら
鬼
に
な
る
モ

チ
ー
フ
は
仏
教
説
話
の
妬
婦
譚
に
み
ら
れ
る
が
、
関
東
以
北
に
多
く
分
布
す
る
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

な
か
で
も
国
上
寺
の
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
は
、「
酒
呑
童
子
」
絵
巻
と
と
も
に
絵
解
き
で
語
ら
れ
、
酒
呑
童
子
と
な
る
外
道
丸
は

国
上
寺
の
稚
児
で
弥
彦
神
社
の
大
大
神
楽
を
舞
っ
て
い
た
と
伝
え
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
伝
説
の
背
景
に
つ
い
て
、
近
世
期
の

国
上
寺
と
弥
彦
神
社
の
関
係
の
変
化
、
近
世
初
期
に
流
行
し
た
「
酒
呑
童
子
」
絵
巻
の
特
徴
、
近
世
期
に
「
酒
呑
童
子
」
譚
が
流

行
し
て
、
古
浄
瑠
璃
な
ど
で
酒
呑
童
子
退
治
後
の
後
日
譚
が
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
に
展
開
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
国
上
寺

の
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
が
制
作
さ
れ
た
事
情
に
つ
い
て
考
察
し
た
。 

第Ⅲ

部
二
章
「「
酒
呑
童
子
」
に
な
る
者
―
顔
の
変
化
か
ら
「
肉
附
き
面
」
へ
―
」
で
は
、「
酒
呑
童
子
」
が
鬼
と
し
て
退
治
さ

れ
る
話
だ
け
で
は
な
く
、
鬼
に
な
る
前
の
話
に
つ
い
て
語
る
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
を
内
容
別
に
A

、
B

、
C

の
タ
イ
プ
に
分

類
し
た
。
A

タ
イ
プ
の
伝
説
で
は
「
酒
呑
童
子
」
譚
が
他
の
伝
説
や
昔
話
と
融
合
し
て
い
る
。
福
井
県
に
伝
わ
る
伝
説
で
は
、

頼
光
が
酒
呑
童
子
を
退
治
し
た
後
、
怨
霊
と
な
っ
て
蜘
蛛
に
な
り
女
に
化
け
て
三
味
線
を
弾
き
、
そ
の
糸
が
頼
光
の
首
に
か
ら
み

つ
く
。
頼
光
が
そ
の
糸
を
刀
で
断
ち
切
る
と
、
酒
呑
童
子
の
祟
り
は
お
さ
ま
る
。
こ
の
話
に
は
、
古
浄
瑠
璃
『
頼
光
蜘
蛛
切
』、

昔
話
「
蜘
蛛
の
糸
」
と
の
融
合
が
み
ら
れ
る
。
B

タ
イ
プ
に
は
、
大
林
太
良
「
本
朝
鉄
人
伝
奇
」
の
「
鉄
人
伝
説
」
の
特
徴
を



 

 

 

参
考
に
し
て
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
悪
童
で
あ
る
、
大
酒
を
飲
む
と
全
身
が
赤
く
な
る
と
い
う
よ
う
な
「
酒
呑
童
子
」
を
、「
鉄
人
」

の
人
物
形
象
が
み
ら
れ
る
も
の
と
し
て
分
類
し
た
。
C

タ
イ
プ
に
は
、
顔
の
変
化
や
「
肉
附
き
面
」
に
よ
っ
て
「
酒
呑
童
子
」

に
な
る
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
を
分
類
し
た
。
さ
ら
に
C

タ
イ
プ
を
顔
が
鬼
に
変
化
す
る
パ
タ
ー
ン
に
よ
っ
て
三
つ
の
サ
ブ
タ
イ

プ
C

１
～
C

３
に
分
類
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
話
の
傾
向
を
分
析
し
た
。
分
析
の
結
果
、
A

は
主
に
日
本
海
側
、
B

は
新
潟

県
の
み
C

は
新
潟
、
長
野
、
山
形
、
福
島
県
に
伝
わ
っ
て
お
り
、
分
布
す
る
話
が
地
域
に
よ
っ
て
分
か
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
話
の
内
容
に
よ
っ
て
分
布
地
域
が
異
な
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
章
へ
の
課
題
と
し
た 

第Ⅲ

部
三
章
「「
酒
呑
童
子
」
伝
説
と
鉄
砲
・
金
属
産
業
の
信
仰
」
で
は
、
前
章
で
課
題
と
し
た
C

タ
イ
プ
の
伝
説
の
伝
播
を
、

C

１
タ
イ
プ
の
類
話
で
あ
る
吉
田
綱
富
『
童
子
百
物
か
た
り
』「
酒
呑
童
子
の
こ
と
」
を
中
心
に
考
察
し
た
。『
童
子
百
物
か
た

り
』
に
は
吉
田
綱
富
の
先
祖
が
米
沢
藩
で
鉄
砲
の
技
術
を
も
っ
て
仕
え
て
い
た
こ
と
が
度
々
記
さ
れ
て
い
る
。
吉
田
家
の
菩
提
寺

は
常
慶
院
で
あ
り
、
米
沢
に
移
る
以
前
は
長
野
県
下
水
内
郡
に
あ
っ
た
。
市
川
家
が
建
立
し
た
寺
院
で
あ
り
、
吉
田
家
は
市
川
家

と
関
係
が
深
く
、
信
越
国
境
地
域
で
あ
る
越
後
の
妻
有
出
身
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
地
域
の
歴
史
を
紐
解
く
と
、
現
在
の
長
野
県
の

高
井
地
方
で
は
、
山
の
知
識
を
活
か
し
て
地
侍
や
修
験
が
鉄
砲
の
火
器
を
取
り
扱
う
技
術
を
持
っ
て
、
戦
国
大
名
武
田
家
や
上
杉

家
と
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
『
童
子
百
物
か
た
り
』
の
第
一
話
、
第
二
話
で
は
霊
力
を
持
つ

狐
が
登
場
し
、
稲
荷
信
仰
や
飯
縄
修
験
の
影
響
が
考
慮
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
北
信
濃
地
域
の
鉄
砲
や
火
器
に
携
わ
っ
た
地
侍
や
修

験
者
は
武
田
家
滅
亡
後
、
上
杉
家
の
有
力
武
将
で
あ
る
直
江
兼
続
の
配
下
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
与
板
町
史
』
は
、
直
江
兼

続
の
本
拠
地
で
あ
る
新
潟
県
長
岡
市
与
板
町
で
、
鍛
冶
師
の
間
で
稲
荷
信
仰
が
盛
ん
で
あ
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
前
章
で
C

タ

イ
プ
に
分
類
し
た
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
の
伝
播
の
背
景
に
は
、
山
の
知
識
と
技
術
を
駆
使
す
る
人
々
の
戦
国
期
の
移
動
が
関
わ
る

と
考
え
た
。 

第Ⅲ

部
四
章
「
お
伽
草
子
『
伊
吹
山
酒
典
童
子
』
と
神
事
芸
能
の
「
面
」
」
で
は
、『
伊
吹
山
酒
典
童
子
』
の
話
に
出
て
く
る
「
肉

附
き
面
」
に
つ
い
て
、
伊
吹
山
山
麓
の
雨
乞
い
習
俗
と
と
も
に
考
察
し
て
い
る
。
伊
吹
山
山
麓
の
甲
津
原
と
い
う
集
落
で
は
、
雨

を
降
ら
せ
る
能
面
の
伝
説
が
あ
る
。
伊
吹
山
は
修
験
道
の
霊
場
で
あ
る
と
と
も
に
水
分
の
山
で
、
林
羅
山
『
本
朝
神
社
考
』
で
は

伊
夫
岐
神
社
の
祭
神
で
あ
る
伊
吹
大
明
神
は
「
八
岐
の
大
蛇
の
所
変
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
伊
吹
山
山
麓
で
は
太
鼓
を
使

っ
た
雨
乞
い
踊
り
が
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
た
。『
能
・
狂
言
の
ふ
る
さ
と
近
江 

古
面
が
伝
え
る
中
世
の
民
衆
文
化
』
で
は
甲
津

原
を
は
じ
め
、
東
近
江
市
の
若
宮
八
幡
神
社
、
筒
井
神
社
、
大
皇
器
地
祖
神
社
に
は
か
つ
て
雨
乞
い
に
使
用
さ
れ
て
、
現
在
は
御

神
体
と
し
て
奉
納
さ
れ
て
い
る
古
能
面
が
多
く
あ
る
と
い
う
。 

ま
た
、
東
近
江
市
で
古
能
面
が
残
さ
れ
る
地
域
は
木
地
師
の
本
拠
地
で
も
あ
り
、
木
地
師
が
そ
の
余
業
と
し
て
面
打
ち
も
行
っ

て
い
た
と
い
う
。
世
阿
弥
が
そ
の
才
能
を
認
め
た
と
い
う
「
赤
鶴
」
と
い
う
面
打
師
の
出
身
で
あ
る
愛
智
庄
は
、
か
つ
て
比
叡
山

座
禅
院
の
所
領
で
あ
っ
た
。
ま
た
、『
伊
吹
山
酒
典
童
子
』
に
登
場
す
る
「
大
野
木
殿
」
は
伊
夫
岐
神
社
を
崇
敬
す
る
実
在
し
た

氏
族
で
あ
り
、
大
野
木
殿
と
と
も
に
「
天
文
五
年
伊
夫
岐
神
社
奉
加
帳
」
に
記
さ
れ
る
井
関
一
族
は
著
名
な
面
打
師
の
家
系
で
あ

っ
た
。
二
代
目
井
関
次
郎
左
衛
門
の
遺
作
は
伊
吹
山
山
麓
の
神
社
に
散
見
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
歴
史
的
、
文
化
的
要
因
を
視
野
に

い
れ
て
、
お
伽
草
子
『
伊
吹
童
子
』
の
諸
本
に
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
退
治
の
神
話
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
、
神
話
的
な

構
造
に
お
い
て
も
、
伊
吹
大
明
神
の
子
で
あ
る
酒
典
童
子
は
鬼
に
な
る
運
命
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
が
取
り

込
ま
れ
た
と
考
察
し
た
。 

第Ⅳ

部
一
章
「
作
品
「
ひ
よ
つ
と
こ
」
の
「
面
」
の
解
釈
」
で
は
、
信
仰
や
芸
能
か
ら
の
影
響
を
受
け
な
い
「
面
」
の
文
芸
に

お
け
る
着
目
し
、
芥
川
龍
之
介
の
短
編
「
ひ
よ
つ
と
こ
」
の
「
面
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。「
ひ
よ
つ
と
こ
」
で
表
現
さ
れ
る
「
面
」

は
、
人
間
の
自
意
識
や
人
格
の
多
面
性
と
い
う
近
代
的
な
概
念
と
関
わ
っ
て
い
る
。
明
治
後
期
頃
の
文
壇
に
お
い
て
、
百
物
語
の

よ
う
な
前
近
代
的
な
怪
異
が
注
目
さ
れ
、
そ
う
し
た
怪
異
の
世
界
が
精
神
性
の
問
題
と
し
て
描
か
れ
た
。
近
世
期
に
は
、
外
れ
な

い
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
話
の
よ
う
に
、
面
が
顔
か
ら
離
れ
な
く
な
っ
て
人
が
鬼
に
な
る
な
ど
呪
的
で
怪
異
的
な
話
が
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
面
の
怪
異
的
な
側
面
と
人
間
の
不
可
解
な
精
神
性
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
「
ひ
よ
つ
と
こ
」
の
近

代
的
な
面
の
表
現
が
あ
る
と
考
察
し
た
。 

終
章
「「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
背
景
」
で
は
、
本
論
の
研
究
を
通
し
て
、
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
話
の
表
現
と

呪
術
の
観
念
の
影
響
に
つ
い
て
述
べ
た
。
最
初
に
、
一
節
「「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
話
を
構
成
す
る
表
現
」
と
し
て
、
こ
の



 

 

 

モ
チ
ー
フ
の
話
に
み
ら
れ
る
表
現
の
要
素
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
そ
し
て
、
人
が
顔
の
変
化
か
ら
異
類
と
な
る
作
品
、「
面
」
が

表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
作
品
を
表
に
示
し
て
、「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
が
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
を
推
測
す
る
。

二
節
「
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
と
女
性
」
で
は
、「
山
の
神
」
信
仰
の
背
景
に
あ
る
陰
陽
の
呪
術
や
「
山
の
神
」
像
に
つ
い
て
考

察
す
る
。
三
節
「「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
と
「
嫁
威
肉
附
面
」
説
話
」
で
は
、「
嫁
威
肉
附
面
」
縁
起
と
面
の
信
仰
と
の
関
係
、

そ
し
て
昔
話
「
肉
附
き
面
」
の
背
後
に
あ
る
嫁
姑
の
民
俗
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
四
節
「
外
れ
な
い
「
肉
附
き
面
」
モ

チ
ー
フ
の
話
の
語
り
手
」
で
は
、
外
れ
な
い
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
話
に
あ
る
女
性
忌
避
、
血
の
穢
れ
を
忌
む
な
ど
の
特
徴

か
ら
、
そ
の
伝
播
に
宗
教
者
と
の
関
わ
り
を
想
定
す
る
。
ま
た
修
験
者
が
面
を
打
っ
て
い
た
こ
と
に
も
言
及
し
た
。
そ
し
て
、「
肉

附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
考
察
を
通
じ
て
、
説
教
的
な
話
の
な
か
に
身
体
か
ら
物
が
離
れ
な
く
な
る
話
が
あ
っ
て
、
離
れ
な
く
な
る

物
が
面
に
な
る
こ
と
で
、
神
事
芸
能
や
呪
術
と
い
っ
た
面
と
関
わ
る
要
素
が
話
に
影
響
を
与
え
、
話
に
お
け
る
意
味
合
い
が
深
く

な
っ
た
と
推
測
し
た
。「
面
」
は
、
日
本
の
信
仰
や
芸
能
に
お
け
る
意
味
合
い
を
色
濃
く
反
映
し
て
お
り
、
よ
っ
て
「
肉
附
き
面
」

モ
チ
ー
フ
の
話
も
一
般
社
会
に
お
け
る
呪
術
の
観
念
と
深
い
と
こ
ろ
で
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
察
し
た
。 

 

 

 


