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― 1 ― 日本色話大成序説

日
本
色
話
大
成
序
説

　
　
―
研
究
史
の
整
理
か
ら
―

飯
倉
義
之

　
　
　

一
、「
語
ら
れ
ざ
る
昔
話
」
と
し
て
の
「
色
話
（
艶
笑
譚
）」

　

語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
一
群
の
昔
話
が
あ
る
。
ひ
と
び
と
の
間

で
伝
承
さ
れ
、
声
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
む
し

ろ
そ
の
昔
話
た
ち
は
、
共
同
体
に
お
い
て
積
極
的
に
語
ら
れ
、
そ
の
語
り

は
多
く
の
聞
き
手
を
楽
し
ま
せ
、
笑
わ
せ
て
き
た
。「
語
ら
れ
る
こ
と
の

な
か
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
昔
話
研
究
の
研
究
史
上
に
お
い
て
触
れ
ら
れ

る
こ
と
な
く
、
昔
話
研
究
者
た
ち
が
考
察
す
る
こ
と
を
避
け
て
き
た
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
色
話
」、
も
し
く
は
「
艶
笑
譚
」
と
し
て
く

く
ら
れ
る
昔
話
の
領
域
で
あ
る
。民
俗
学
関
連
の
事
典
に
お
い
て
色
話（
艶

笑
譚
）
を
立
項
し
て
い
る
の
は
、『
日
本
昔
話
事
典
』（
弘
文
堂
、

一
九
七
七
［
一
九
九
四
］）
と
『
日
本
民
俗
大
事
典
』
上
・
下
（
吉
川
弘

文
館
、
一
九
九
九
・
二
〇
〇
〇
）
だ
。『
日
本
昔
話
事
典
』
の
「
色
話
」
の

項
目
に
お
け
る
説
明
を
、
実
例
を
略
し
て
簡
潔
に
整
理
し
て
み
よ
う
。

　
　

�　

昔
話
の
う
ち
好
色
的
色
彩
を
持
っ
た
笑
話
の
総
称
。
大
話
、
大
口

話
、
だ
ら
ず
話
、
下
の
話
な
ど
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
話
で
、
多
く
は

愚
人
譚
に
属
す
る
話
で
あ
る
。
ま
た
、
昔
話
で
な
い
も
の
で
も
、
好

色
的
な
話
一
般
を
称
す
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ヨ
バ
イ
の
体
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験
談
な
ど
も
、
そ
れ
と
さ
れ
て
い
る
。
…
…
（
中
略
）
…
…
色
話
が

話
さ
れ
る
の
は
若
衆
宿
、
村
の
寄
り
合
い
、
講
、
籠
り
、
酒
席
な
ど
、

青
年
や
大
人
が
多
く
集
ま
る
場
合
で
あ
る
。
…
…
（
中
略
）
…
…
話

の
内
容
は
、
た
い
そ
う
あ
か
ら
さ
ま
な
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は

決
し
て
陰
湿
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
お
お
ら
か
な
も
の
で
あ
っ

た
。
…
…
（
中
略
）
…
…
色
話
を
伝
播
す
る
者
に
は
、
博
労
、
屋
根

吹
、大
工
、行
商
な
ど
、村
々
を
渡
り
歩
く
人
々
が
大
き
く
か
か
わ
っ

て
い
た
よ
う
で
あ
る（

1
（

。

『
日
本
民
俗
大
事
典
』
に
お
け
る
説
明
も
大
き
な
差
は
な
い（

2
（

。
色
話
（
艶

笑
譚
）
を
端
的
に
言
え
ば
、
性
器
や
性
交
、
性
欲
、
性
的
関
係
等
に
関
す

る
こ
と
を
主
題
と
す
る
「
笑
話
」
で
あ
る
。
セ
ッ
ク
ス
に
関
す
る
生
々
し

い
笑
い
を
主
題
と
す
る
笑
話
な
の
だ
。
当
然
、
こ
れ
ら
の
話
題
は
年
少
の

児
童
に
は
そ
の
面
白
さ
が
理
解
さ
れ
な
い
。
第
二
次
性
徴
を
迎
え
、
心
身

と
も
に
成
人
へ
の
道
程
を
た
ど
り
出
す
こ
ろ
に
な
り
、
や
っ
と
理
解
で
き

る
笑
話
で
あ
る
と
い
え
る
。事
典
の
項
目
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

色
話
（
艶
笑
譚
）
は
主
に
成
人
男
性
の
み
が
集
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
話
を

し
あ
う
機
会
に
話
題
に
さ
れ
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
論
者
は
新
潟
県
鹿
瀬

町
（
現
・
阿
賀
町
）
の
話
者
よ
り
色
話
（
艶
笑
譚
）
を
お
聴
き
す
る
機
会

が
あ
っ
た
。
そ
の
話
者
の
方
は
早
く
に
お
父
上
を
亡
く
さ
れ
、
中
学
生
で

一
家
の
代
表
と
し
て
村
の
寄
り
合
い
に
顔
を
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
の
寄
り
合
い
の
席
の
あ
と
の
宴
会
で
、
面
白
半
分
の
大
人
に
聴
か
さ
れ

た
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

　

ま
た
こ
う
し
た
話
は
、
各
地
を
渡
り
歩
く
「
世
間
師
」
と
称
さ
れ
る
職

業
人
の
男
性
に
よ
り
持
ち
運
ば
れ
て
い
た
形
跡
が
う
か
が
え
る
。
武
田
正

は「
山
形
県
白
鷹
町
の
語
り
手
で
あ
る
工
藤
六
兵
衛
翁
の
記
憶
に
よ
れ
ば
、

「
短
い
も
の
」
や
「
艶
笑
譚
」
を
瞽
女
が
残
し
て
行
っ
た
も
の
だ
と
い
う（

（
（

」

と
記
し
て
い
る
。
他
に
も
『
大
仙
北
麓
の
昔
話
』
に
は
、
山
根
房
一
氏
の

経
験
と
し
て
、
牛
を
売
り
買
い
す
る
博
労
か
ら
「
ダ
ラ
ズ
話
」
を
多
く
聴

い
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。

　
　

�「
ダ
ラ
ズ
」
と
は
、
バ
カ
、
あ
ほ
う
、
と
い
う
こ
と
で
、「
ダ
ラ
ズ
話
」

の
真
骨
頂
は
色
話
で
、
房
一
翁
の
言
う
「
わ
が
話
」
に
類
す
る
経
験

譚
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ
は
話
し
好
き
と
い
わ
れ
る

お
と
な
た
ち
に
共
通
す
る
話
し
方
で
あ
っ
た
ら
し
く
、同
じ
別
宮［
論

者
注
・
集
落
名
］
の
山
根
照
寿
の
思
い
出
に
も
、
父
が
、
よ
そ
で
聞

い
て
き
た
話
に
尾
鰭
を
つ
け
て
「
佐
治
谷
話
［
論
者
注
・
鳥
取
県
佐

治
村
（
現
・
鳥
取
県
鳥
取
市
佐
治
村
）
を
舞
台
と
し
て
話
さ
れ
る
「
愚

か
村
話
」］」
と
し
て
話
し
て
き
か
せ
た
と
す
る
。
総
じ
て
い
え
ば
、

男
た
ち
は
、「
ダ
ラ
ズ
話
」
の
洗
礼
を
受
け
る
の
が
常
で
あ
っ
た（

（
（

。
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色
話
（
艶
笑
譚
）
は
、
村
落
共
同
体
の
男
性
が
浴
び
る
、
先
輩
か
ら
の
大

人
へ
の
洗
礼
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
う
し
て
「
わ
が
話
」
と
は
、
話

者
自
身
が
「
こ
ん
な
目
に
あ
っ
た
、
あ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
、
と
、
体
験

談
の
形
で
話
を
し
た（

（
（

」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
色
話
（
艶
笑
譚
）
は
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
昔
話
と
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
体
験
談
＝
世
間
話
の
あ

わ
い
に
あ
る
、
男
性
中
心
の
説
話
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
「
色
話
（
艶
笑
譚
）」
は
、
口
承
文
芸
研
究
史
上
、
も
し
く
は
民

俗
学
の
研
究
史
上
、「
そ
う
い
う
領
域
が
か
な
り
広
範
に
存
在
す
る
」
と

は
認
識
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
資
料
の
整
理
や
理
論
化
が
な
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
領
域
で
あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
性
に
関
す
る
領
域
そ
の
も
の
が
イ
ロ
モ
ノ
、
キ
ワ
モ
ノ
と

し
て
扱
わ
れ
、
ま
と
も
な
研
究
対
象
と
は
み
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。
さ
ら
に
性
に
関
す
る
領
域
が
人
文
科
学
の
重
要
な

論
点
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
以
後
も
、
性
に
関
す
る
領
域
を
対
象
と
す
る

こ
と
は
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
を
包
括
し
て
お
り
、
特
に
大
学
等
に
お
い
て

研
究
や
講
義
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の

観
点
か
ら
も
慎
重
に
扱
わ
ざ
る
を
得
な
い
領
域
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
事
実
、
私
も
講
義
の
中
で
学
生
に
色
話
（
艶
笑

譚
）
と
い
う
笑
話
の
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
こ
と
は
説
明
す
る
が
、
そ
の
「
詳

細
」
を
語
る
こ
と
は
控
え
／
避
け
る
ふ
る
ま
い
を
選
択
し
て
い
る
。

　

色
話
（
艶
笑
譚
）
は
、
そ
の
笑
話
と
し
て
の
伝
承
の
あ
り
よ
う
や
口
承

文
芸
研
究
に
お
け
る
位
置
づ
け
以
前
に
、
学
術
研
究
に
お
い
て
公
に
取
り

上
げ
、
議
論
す
る
こ
と
が
な
ん
と
な
く
気
恥
ず
か
し
く
憚
ら
れ
る
も
の
と

し
て
、
認
知
は
さ
れ
て
い
た
が
放
置
さ
れ
て
い
た
領
域
だ
と
い
え
る
。
そ

う
し
て
及
び
腰
に
な
っ
て
い
る
間
に
生
活
の
う
ち
に
活
き
て
伝
え
て
き
た

よ
う
な〈
話
の
場
〉そ
の
も
の
が
解
体
し
、記
録
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
色
話
（
艶
笑
譚
）
の
研
究
は
い
か
に

し
て
今
日
の
「
出
遅
れ
た
」
状
況
と
な
っ
た
か
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
状
況

下
で
ど
の
よ
う
な
研
究
の
蓄
積
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
を
以
下
整
理
し
、

そ
の
研
究
の
道
筋
を
模
索
し
て
い
き
た
い
。
本
稿
に
お
い
て
は
「
何
が
色

話
（
艶
笑
譚
）
か
／
ど
こ
ま
で
を
色
話
（
艶
笑
譚
）
と
分
類
す
る
か
」
と

い
う
話
型
分
類
的
な
議
論
は
と
り
あ
え
ず
保
留
と
し
て
、「
先
行
研
究
の

論
者
た
ち
が
色
話
（
艶
笑
譚
）
と
規
定
し
て
き
た
領
域
」
を
そ
の
ま
ま
受

け
取
っ
て
、
色
話
（
艶
笑
譚
）
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
学
問
史
を
整
理
す
る

所
か
ら
始
め
た
い
。
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二
、�

大
正
か
ら
昭
和
初
期　

柳
田
國
男
の
性
愛
忌
避
説
と「
結

構
な
ご
趣
味
で
す
ね
」

　

日
本
民
俗
学
に
お
け
る
性
信
仰
・
性
民
俗
・
性
生
活
分
野
の
研
究
の
手

薄
さ
が
批
判
さ
れ
る
と
き
、
こ
れ
ま
で
多
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
が
、
柳

田
國
男
（
一
八
七
五
～
一
九
六
二
）
の
性
愛
忌
避
説
で
あ
る
。
そ
う
し
た

分
野
に
つ
い
て
、
日
本
民
俗
学
の
確
立
者
で
あ
る
柳
田
が
個
人
的
な
倫
理

観
か
ら
忌
避
し
た
た
め
、
日
本
民
俗
学
は
性
愛
分
野
の
研
究
に
着
手
で
き

な
か
っ
た
と
す
る
説
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
言
説
は
特
に
一
九
八
〇
年
代
半
ば
か
ら
一
九
九
〇
年
代
に
か

け
て
流
行
し
た
、
国
民
国
家
論
や
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
批
判
の
立
場
か
ら

の
「
国
家
主
義
者
・
柳
田
」
批
判（

（
（

に
お
い
て
「
柳
田
の
欺
瞞
と
隠
蔽
」
の

具
体
例
と
し
て
言
及
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
批
判
は
、
柳
田
の
影
響
を
強
く

受
け
た
後
継
者
た
ち
が
柳
田
と
そ
の
著
作
を
あ
ま
り
に
も
一
面
的
に
―
―

批
判
者
の
言
を
使
え
ば
、
教
祖
の
お
言
葉
と
教
典
的
に
―
―
読
む
こ
と
に

よ
っ
て
、
か
え
っ
て
民
俗
学
と
い
う
学
の
可
能
性
を
損
な
っ
て
い
る
と
い

う
問
題
意
識
か
ら
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
一
九
八
〇
年
半
ば
か
ら
九
〇
年

半
ば
の
こ
う
し
た
批
判
を
整
理
す
る
と
「
性
に
関
す
る
領
域
の
研
究
を
、

柳
田
は
自
身
の
倫
理
観
＝
好
悪
の
情
だ
け
で
判
断
し
て
切
り
捨
て
た
。
そ

の
よ
う
な
判
断
体
系
の
現
行
の
民
俗
学
は
問
題
が
あ
る
」
と
い
う
主
張
と

ま
と
め
う
る
。

　

当
時
の
こ
う
し
た
批
判
の
老
重
鎮
と
な
り
、
か
つ
戦
前
に
若
き
民
俗
学

徒
と
し
て
柳
田
に
異
を
唱
え
、
理
論
を
も
っ
て
論
戦
を
試
み
た
論
客
が
い

た
。
赤
松
啓
介
（
本
名
・
栗
山
一
夫
、
一
九
〇
九
―
～
二
〇
〇
〇
）
で
あ

る
。
赤
松
は
兵
庫
県
下
里
村
（
現
・
加
西
市
）
出
身
。
若
く
し
て
ほ
ぼ
独

学
で
民
俗
学
に
注
目
、
調
査
研
究
を
精
力
的
に
行
い
そ
れ
を
理
論
化
し
よ

う
と
し
た
、
稀
有
な
在
野
の
研
究
者
で
あ
る
。
早
く
に
柳
田
の
民
俗
学
へ

の
批
判
を
『
民
俗
学
』（
三
笠
書
房
、
一
九
三
八
）
に
ま
と
め
て
い
る
。

　

赤
松
は
こ
れ
以
前
よ
り
共
産
主
義
に
接
近
し
、治
安
維
持
法
で
の
検
挙
・

収
監
歴
が
あ
っ
た
。
戦
後
も
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
観
に
立
脚
し
、
階
級

闘
争
史
観
の
視
座
と
自
身
の
生
活
体
験
に
よ
る
他
者
に
は
聞
き
得
な
い
、

生
活
の
う
ち
で
つ
な
が
っ
た
相
手
か
ら
の
聞
き
書
き
と
い
う
濃
密
な
関
係

性
を
背
景
と
す
る
見
聞
の
記
録
を
も
と
に
立
論
す
る
研
究
手
法
で
、
柳
田

の
「
常
民
の
民
俗
学
」
を
批
判
す
る
「
非
常
民
の
民
俗
学
」
の
重
要
性
を

喧
伝
し
た
。「
牢
屋
に
入
っ
た
こ
と
も
な
い
奴
に
民
俗
は
わ
か
ら
ん
」
と

豪
語
し
た
赤
松
は
、
一
九
八
〇
年
半
ば
か
ら
一
九
九
〇
年
半
ば
の
柳
田
批

判
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
に
お
い
て
、「
戦
前
の
反
・
柳
田
民
俗
学
」
の
旗
手

と
し
て
再
発
見
さ
れ
、あ
え
て
い
え
ば
過
剰
に
評
価
さ
れ
た（

（
（

。評
価
を
い
っ

た
ん
保
留
し
て
論
を
進
め
る
と
、
赤
松
が
述
べ
る
「
柳
田
の
性
愛
忌
避
説
」
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は
同
時
期
の
柳
田
批
判
者
に
「
貴
重
な
証
言
」
と
し
て
多
数
引
用
さ
れ
た

代
表
的
な
言
説
と
い
え
る
。
赤
松
の
言
を
引
い
て
み
よ
う
。

　
　

�　

日
本
民
俗
学
の
泰
斗
と
い
わ
れ
、「
郷
土
研
究
」
や
「
婚
姻
の
話
」

を
著
し
て
い
る
柳
田
國
男
は
、
僕
の
郷
里
か
ら
目
と
鼻
の
先
の
出
身

で
、
子
供
の
こ
ろ
か
ら
夜
這
い
が
お
お
っ
ぴ
ら
に
行
わ
れ
て
い
る
の

を
見
聞
き
し
な
が
ら
育
っ
た
は
ず
だ
が
、
彼
の
後
継
者
同
様
に
、
そ

の
現
実
に
触
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
こ
の
国
の
民
俗
学
の

主
流
を
形
成
し
て
き
た
が
、
か
つ
て
は
ム
ラ
で
は
普
通
で
あ
っ
た
性

習
俗
を
、
民
俗
資
料
と
し
て
採
取
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
だ
け
で
な

く
、
そ
れ
ら
の
性
習
俗
を
淫
風
陋
習
で
あ
る
と
す
る
側
に
間
接
的
か

も
し
れ
な
い
が
協
力
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
故
意
に

古
い
宗
教
思
想
の
残
存
な
ど
と
し
て
歪
め
、
正
確
な
資
料
と
し
て
の

価
値
を
奪
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
戦
前
は
も
と
よ
り
、
戦
後
も
そ
の

影
響
が
根
強
く
残
り
、
一
夫
一
婦
制
、
処
女
・
童
貞
を
崇
拝
す
る
純

潔
・
清
純
主
義
と
い
う
み
せ
か
け
の
理
念
に
日
本
人
は
振
り
回
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

　
　

�　

自
分
た
ち
の
倫
理
観
や
、
政
治
思
想
に
反
す
る
も
の
の
存
在
を
否

定
す
る
な
ら
、
そ
う
し
た
現
実
を
抹
殺
す
る
し
か
な
い
。
農
政
官
僚

だ
っ
た
柳
田
が
夜
這
い
を
は
じ
め
と
す
る
性
習
俗
を
無
視
し
た
の

も
、
彼
の
倫
理
観
、
政
治
思
想
が
そ
の
実
在
を
欲
し
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う（

（
（

。

こ
の
論
理
を
整
理
し
よ
う
。
柳
田
は
性
愛
の
「
現
実
を
抹
殺
」
し
「
性
習

俗
を
、民
俗
資
料
と
し
て
採
取
す
る
こ
と
を
拒
否
」し
、「
淫
風
陋
習
」「
古

い
宗
教
思
想
の
残
存
」
と
し
て
歪
め
、「
純
潔
・
清
純
主
義
と
い
う
み
せ

か
け
の
理
念
」
＝
「
自
分
た
ち
の
倫
理
観
や
、
政
治
思
想
」
に
無
理
や
り

合
わ
せ
て
体
裁
を
整
え
た
の
で
あ
る
…
…
と
な
る
。
た
し
か
に
柳
田
は
性

愛
民
俗
、
性
風
俗
、
性
信
仰
へ
の
言
及
を
周
到
に
回
避
し
て
い
る
。
し
か

し
そ
の
「
現
実
を
抹
殺
」
を
、「
自
分
た
ち
の
倫
理
観
や
、
政
治
思
想
」

か
ら
成
し
て
い
っ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
短
絡
で
一
面
的

す
ぎ
る
読
解
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。柳
田
の
著
作
を
注
意
深
く
読
め
ば
、

柳
田
は
周
到
に
そ
う
し
た
性
愛
に
関
す
る
民
俗
・
風
俗
を
直
接
に
言
及
せ

ぬ
よ
う
回
避
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
決
し
て
「
無
か
っ
た
こ
と
」
に
し
よ

う
と
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
柳
田
の
口
承
文
芸
研
究
に

と
っ
て
重
要
な
著
作
で
あ
る
『
口
承
文
芸
史
考
』（
一
九
四
七
）
に
お
け

る
色
話
（
艶
笑
譚
）
へ
の
言
及
に
注
目
し
て
み
る
。

　
　

�　

オ
オ
バ
ナ
シ
と
い
う
名
前
は
土
地
に
よ
っ
て
、
婦
人
と
同
席
し
て

は
聴
か
れ
ぬ
よ
う
な
、
話
ば
か
り
を
意
味
し
て
い
る
処
が
あ
る
。
感
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覚
の
い
く
ぶ
ん
租
笨
な
る
人
々
の
間
で
、
必
ず
聴
衆
を
哄
笑
せ
し
め

ん
こ
と
を
期
す
れ
ば
、
勢
い
下
が
か
っ
た
み
だ
り
が
ま
し
い
話
に
な

る
の
は
や
む
を
え
ぬ
の
で
、
そ
う
い
う
や
や
狭
い
解
釈
に
陥
っ
て
い

て
も
、
本
来
は
別
の
語
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
東
北
地
方
で
「
へ
や

の
起
こ
り
」な
ど
と
し
ゃ
れ
て
い
る
屁
ひ
り
嫁
の
話
は
、由
緒
の
も
っ

と
も
古
い
竹
伐
爺
や
黄
金
の
瓜
の
話
な
ど
に
連
絡
を
持
っ
て
お
り
、

そ
れ
自
身
ま
だ
完
形
説
話
に
属
す
べ
き
も
の
さ
え
あ
る
の
だ
が
、
興

味
を
放
屁
の
一
点
に
集
中
す
る
段
に
な
る
と
、
末
に
は
と
ん
で
も
な

い
形
に
ま
で
発
展
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
む
し
ろ
聴
き

手
の
群
の
好
み
が
、
迎
え
て
そ
う
い
う
方
向
に
つ
れ
て
行
っ
た
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い（

（
（

。

「
婦
人
と
同
席
し
て
は
聴
か
れ
ぬ
よ
う
な
」「
下
が
か
っ
た
み
だ
り
が
ま
し

い
話
」「
末
に
は
と
ん
で
も
な
い
形
」
な
ど
、
色
話
（
艶
笑
譚
）
の
詳
細

に
触
れ
る
こ
と
を
回
避
し
た
抑
え
た
筆
致
で
は
あ
る
も
の
の
、
色
話
（
艶

笑
譚
）
が
存
在
す
る
こ
と
そ
の
も
の
を
「
抹
殺
」
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
柳
田
が
、
こ
う
し
た
話
を
〈
座
頭
な
ど
の
半
職

業
的
な
語
り
手
に
よ
る
、
聴
衆
の
受
け
を
狙
っ
た
下
が
か
っ
た
改
作
〉
と

見
て
、
そ
れ
ら
の
採
集
は
避
け
、
も
っ
と
整
っ
た
形
の
「
完
形
昔
話
」
の

採
集
に
尽
力
す
る
べ
き
で
あ
る
と
指
導
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
し
、
性

的
な
祭
礼
や
信
仰
、
習
俗
に
対
し
て
あ
え
て
触
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る

と
い
う
消
極
的
な
姿
勢
も
ま
た
、
見
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
柳

田
が
性
に
関
す
る
民
俗
事
象
の
存
在
そ
の
も
の
の
「
実
在
を
欲
し
な
か
っ

た
」
が
た
め
に
「
現
実
を
抹
殺
」
し
た
と
い
う
見
方
は
、
う
が
ち
す
ぎ
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
柳
田
の
性
民
俗
・
性
信
仰
へ
の
言
及
の
忌
避
に
関
し
て
、
岩

本
通
弥
は
民
俗
学
確
立
当
時
の
世
相
に
よ
る
複
雑
な
事
情
が
あ
っ
て
の
こ

と
だ
と
指
摘
す
る（
（1
（

。
岩
本
は
ま
ず
自
身
の
研
究
領
域
を
説
明
す
る
の
に
、

韓
国
に
お
い
て
は
「
風
俗
」
を
研
究
し
て
い
る
と
伝
え
れ
ば
民
間
信
仰
・

民
間
説
話
・
農
山
村
の
か
つ
て
の
生
活
を
研
究
し
て
い
る
と
伝
わ
る
の
に

対
し
、
現
代
日
本
で
は
「
し
か
し
、
こ
の
「
風
俗
を
研
究
し
て
い
ま
す
」

と
い
う
言
い
方
は
、
日
本
に
お
い
て
は
ま
か
り
間
違
っ
て
も
使
え
な
い
の

は
言
う
ま
で
も
な
い（
（（
（

」
と
記
し
て
い
る
。

　

今
後
「
風
俗
」
が
指
し
示
す
内
容
が
変
化
す
る
可
能
性
を
考
え
て
補
足

し
て
お
く
と
、
昭
和
末
期
以
降
二
〇
一
〇
年
代
の
現
在
に
至
る
ま
で
「
風

俗
」
と
い
う
語
は
、
一
九
八
四
年
に
大
幅
改
定
さ
れ
た
「
風
俗
営
業
等
の

規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
お
い
て
定
義
さ
れ
管
轄

さ
れ
る
、
主
に
男
性
に
向
け
て
性
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
業
種
の
総

称
を
指
す
語
と
し
て
の
意
味
が
支
配
的
に
な
り
、「
人
々
が
当
た
り
前
と

し
て
生
き
て
き
た
暮
ら
し
ぶ
り
」
と
い
う
学
術
的
な
意
味
を
駆
逐
し
た
。
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こ
の
「
風
俗
」
の
語
の
受
容
と
同
様
の
事
態
が
、
柳
田
が
民
俗
学
を
確

立
す
る
時
期
に
「
民
俗
」
の
語
に
も
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
た
と
岩
本
は
指

摘
す
る
。
少
し
長
い
が
岩
本
の
説
明
を
引
用
す
る
。

　
　

�

今
日
、
八
〇
代
以
上
の
民
俗
学
者
か
ら
伺
う
と
、
戦
前
に
は
民
俗
学

と
自
己
紹
介
す
る
と
、
人
々
の
反
応
は
「
結
構
な
ご
趣
味
で
す
ね
」

と
い
う
の
が
常
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
人
々
の
「
結
構
な
」
に
含
ま

れ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
何
な
の
か
。
…
…
（
中
略
）
…
…
今
日
の
学
史

に
は
登
場
し
な
い
、
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
年
の
「
民
俗
学
」
の
刊

行
物
を
実
見
し
て
み
る
と
、一
つ
の
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

中
山
太
郎
に
『
売
笑
三
千
年
史
』（
昭
和
二
年
）、『
愛
欲
三
千
年
史
』

（
同
一
〇
年
）
と
い
っ
た
著
作
が
あ
る
の
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、『
日

本
民
俗
志
』（
大
正
一
五
年
）
や
『
土
俗
私
考
』（
同
年
）
と
題
さ
れ

た
も
の
も
、
内
容
は
性
に
関
す
る
事
象
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
二
年
刊
行
の
『
日
本
民
俗
叢
書
』
全
一
〇
巻
に
は
、
遊
里
的
文

化
を
扱
う
笹
川
種
郎
『
江
戸
情
緒
』
の
ほ
か
、
上
林
豊
明
『
か
く
れ

さ
と
雑
考
』
が
あ
る
が
、
後
者
も
扉
を
開
く
と
副
題
は
「
売
女
値
段

考
」
な
の
で
あ
る
。
大
正
一
五
年
か
ら
本
山
桂
川
の
編
輯
し
た
『
閑

話
叢
書
』
に
至
る
と
、
編
さ
ん
目
的
の
一
つ
に
明
確
に
「
す
つ
き
り

し
た
エ
ロ
チ
ツ
ク
な
話
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
宮
武
外
骨
も
活
躍
し

た
こ
の
当
時
、
他
に
も
こ
う
し
た
内
容
の
「
民
俗
学
」
が
多
く
、
そ

の
語
感
に
は
、
ど
う
や
ら
民
の
俗
な
る

4

4

4

部
分
、
す
な
わ
ち
性
的
な
も

の
を
扱
う
考
証
学
と
い
っ
た
印
象
が
、
一
般
の
人
々
の
脳
裏
に
あ
っ

た
可
能
性
が
高
い（
（1
（

。

こ
う
し
た
興
味
本
位
の
報
告
・
考
察
を
「
民
俗
」
と
す
る
傾
向
は
、
人
類

学
・
民
俗
学
の
黎
明
期
に
お
い
て
は
、
高
等
教
育
に
携
わ
る
研
究
者
が
集

う
学
術
雑
誌
に
お
い
て
も
露
骨
に
現
わ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
戦
前
の
研

究
誌
『
ド
ル
メ
ン
』
第
一
期
（
一
九
三
二
～
一
九
三
五
）
は
、
柳
田
國
男

や
南
方
熊
楠
と
も
親
し
か
っ
た
岡
書
院
か
ら
刊
行
さ
れ
た
、
考
古
学
・
人

類
学
・
民
俗
学
の
碩
学
か
ら
若
手
研
究
者
た
ち
が
集
っ
た
雑
誌
で
あ
る
が
、

そ
の
誌
上
で
応
酬
さ
れ
た
の
が
「
婦
人
と
蛇
」
に
ま
つ
わ
る
報
告
で
あ
っ

た（
（1
（

。
女
性
器
に
蛇
が
侵
入
す
る
と
い
う
伝
承
に
対
し
て
の
報
告
者
の
視
線

に
は
、
そ
の
生
物
学
的
事
実
や
民
間
伝
承
と
し
て
の
意
義
以
前
に
、
当
時

の
語
で
表
せ
ば
「
土
俗
」
の
「
奇
習
」「
奇
譚
」
と
性
に
対
し
て
の
、
あ

か
ら
さ
ま
な
好
奇
心
が
横
溢
し
て
い
る
。

　

も
う
少
し
具
体
的
に
例
を
挙
げ
て
み
る
。
風
俗
史
学
者
・
児
童
文
学
者

お
よ
び
民
俗
学
者
を
名
乗
っ
た
藤
澤
衞も
り

彦ひ
こ

（
一
八
八
五
～
一
九
六
七
）
の

著
作
『
変
態
伝
説
史
』
を
見
て
み
よ
う
。
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�
獣
婚
傳
説
に
於
け
る
性
的
對
象
は
、
主
と
し
て
、
こ
れ
が
獣
姦
説
話

に
属
す
べ
く
、
か
つ
、
其
交
媾
の
行
は
れ
易
い
動
物
が
、
獣
怪
と
し

て
の
主
體
と
な
つ
て
ゐ
る
。

　
　

�　

そ
れ
ら
説
話
の
う
ち
に
は
、
勿
論
、
人
間
の
女
性
が
、
獣
怪
の
男

性
に
強
姦
さ
れ
、
若
く
は
、
人
間
の
男
性
が
、
獣
怪
の
女
性
に
誑
婚

さ
れ
た
と
い
ふ
、
人
間
受
身
の
通
婚
説
話
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
實

は
そ
の
昔
人
間
兩
性
が
異
性
を
獣
類
の
中
に
求
め
た
説
話
が
、
本
流

を
な
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
節
が
な
い
で
も
な

い
。
始
め
は
性
慾
本
能
よ
り
、
後
に
は
迷
心
観
念
よ
り
、
男
子
が
牝

獣
に
、
女
子
が
牡
獣
に
、
生
殖
を
求
め
た
背
反
的
淫
行
の
民
間
説
話

が
、
神
秘
化
さ
れ
た
も
の
が
、
獣
婚
傳
説
の
本
體
で
は
あ
る
ま
い
か（
（1
（

同
書
は
本
文
の
限
り
で
は
か
な
り
穏
当
な
「
異
類
婚
姻
譚
」
の
説
明
に
終

始
す
る
書
籍
だ
が
、「
結
語
」
で
は
そ
の
筆
致
が
変
化
す
る
。
お
そ
ら
く
、

宣
伝
に
使
わ
れ
や
す
い
「
序
」
や
「
結
語
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
変
態
」

的
で
煽
情
的
な
、
過
激
な
エ
ロ
ス
を
期
待
さ
せ
る
文
言
を
並
べ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
民
俗
」
が
、
柳
田
の
並
走
者
と
し

て
同
時
代
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

民
俗
学
が
確
立
し
て
い
く
時
期
で
あ
る
大
正
～
昭
和
初
期
は
「
変
態
」

の
時
代
で
も
あ
っ
た
。
当
時
の
「
変
態
」
は
現
代
の
語
法
で
あ
る
「
性
的

倒
錯
者
」
よ
り
ず
っ
と
広
い
意
味
を
包
括
す
る
、
流
行
語
で
あ
っ
た
。
こ

の
時
代
の
「
変
態
」
は
「
常
態
」
に
対
峙
す
る
概
念
で
あ
り
、「
異
常
」「
奇

形
」「
奇
怪
」
な
ど
、
英
語
の
「
ア
ブ
ノ
ー
マ
ル
」
に
対
応
す
る
語
で
あ
っ

た
。菅
野
聡
美
の
整
理（
（1
（

に
拠
る
と
、「
変
態
」は
精
神
医
学
の
研
究
雑
誌『
変

態
心
理
』（
一
九
一
七
～
一
九
二
六
）
が
一
画
期
と
な
っ
て
大
正
期
の
読

書
層
に
流
行
し
た
語
で
、
当
初
は
「
異
常
心
理
」「
犯
罪
心
理
」
の
意
味

に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
後
に
性
的
好
奇
心
を
刺
激
す
る
猟
奇
的
な
「
変
態

性
欲
」を
話
題
の
中
心
と
す
る
雑
誌
が
多
数
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

変
態
＝
変
態
性
欲
＝
性
的
好
奇
心
に
働
き
か
け
る
話
題
、
と
い
う
読
書
層

の
認
識
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。そ
の
よ
う
な
意
味
で
の「
変

態
」
は
、
学
術
に
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
た
性
的
な
興
味
関
心
の
対
象
と

し
て
も
期
待
さ
れ
、
ま
た
性
的
好
奇
心
が
満
足
さ
れ
る
こ
と
を
暗
示
し
て

煽
る
売
り
方
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る（
（1
（

。

　

さ
ら
に
菅
野
は
、
南
方
熊
楠
が
こ
う
し
た
「
変
態
」
関
係
の
雑
誌
に
多

く
寄
稿
し
て
い
る
こ
と
、
雑
誌
『
変
態
心
理
』
の
編
集
者
で
あ
り
後
に
雑

誌
『
性
之
研
究
』（
一
九
一
九
～
一
九
二
二
）
を
創
刊
し
た
北
野
博
美
が

折
口
信
夫
の
周
囲
で
口
述
筆
記
者
・
編
集
者
と
し
て
活
動
し
た
こ
と
、
熊

楠
と
岩
田
準
一
の
男
色
史
に
関
す
る
議
論
や
中
山
太
郎
の
執
筆
活
動
を
取

り
上
げ
、
民
俗
学
の
界
隈
や
人
脈
と
「
変
態
」
研
究
と
の
間
に
親
和
性
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（
（1
（

。
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民
俗
学
の
確
立
期
に
、
柳
田
は
意
識
的
に
こ
う
し
た
「
け
っ
こ
う
な
ご

趣
味
」
と
し
て
の
民
俗
を
遠
ざ
け
、
郷
土
研
究
・
民
間
伝
承
の
学
を
学
問

と
し
て
樹
立
し
て
い
こ
う
と
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
例
え
ば

一
九
三
〇
年
代
に
栃
木
で
芳
賀
土
俗
研
究
会
を
主
催
し
て
昔
話
採
集
を
行

い
、
そ
の
著
書
『
栗
山
の
話
』（
芳
賀
土
俗
研
究
会
、
一
九
二
九
）
が
柳

田
に
評
価
さ
れ
た
高
橋
勝
利
は
、
色
話
（
艶
笑
譚
）
を
収
集
し
『
猥
談
集
』

（
全
二
冊
、
同
会
、
一
九
二
九
）
と
そ
れ
を
増
補
し
た
『
性
に
関
す
る
説

話
集
』（
同
会
、
一
九
二
九
）
を
刊
行
、
柳
田
に
送
っ
て
い
る
。
柳
田
は

そ
れ
に
対
し
「「
性
は
南
方
君
の
世
界
だ
か
ら
送
る
よ
う
に
」
と
い
う
指

示（
（1
（

」
を
出
し
、
南
方
が
高
橋
の
会
報
に
寄
稿
す
る
関
係
が
築
か
れ
る
契
機

と
な
っ
た
。
柳
田
は
色
話
（
艶
笑
譚
）
の
収
集
・
整
理
を
止
め
さ
せ
る
こ

と
は
せ
ず
、「
南
方
君
の
世
界
」
す
な
わ
ち
「
自
分
の
領
分
で
は
な
い
」

と
し
て
南
方
と
い
う
先
達
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

柳
田
が
性
愛
の
「
現
実
を
抹
殺
」
し
「
性
習
俗
を
、
民
俗
資
料
と
し
て

採
取
す
る
こ
と
を
拒
否
」
す
る
立
場
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
高
橋
を
叱
責
し

た
り
絶
縁
し
た
り
し
て
い
る
は
ず
だ
。
柳
田
の
性
愛
忌
避
説
は
、
確
か
に

柳
田
の
著
述
の
傾
向
と
し
て
は
正
し
い
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
高
橋
の

例
か
ら
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
立
ち
居
振
る
舞
い
は
決
し
て
柳
田
の
「
倫

理
観
や
、
政
治
思
想
」
の
反
映
で
は
な
く
、
学
問
と
し
て
立
ち
上
が
ろ
う

と
し
て
い
た
民
間
伝
承
の
学
を
確
立
す
る
た
め
に
、
好
事
家
の
興
味
本
位

の
趣
味
や
商
業
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
盛
行
し
て
い
た
「
変
態
」
の
領
域
と

断
固
と
し
て
決
別
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
た
が
た
め
の
、
戦
略
的
な
方
針

で
あ
っ
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
　

三
、�「
性
」
研
究
の
進
展
と
色
話
（
艶
笑
譚
）
研
究
の
停
滞

―
戦
後
か
ら
昭
和
後
期
―

　

前
節
で
整
理
し
た
通
り
、
柳
田
自
身
は
性
民
俗
・
性
信
仰
お
よ
び
色
話

（
艶
笑
譚
）
を
「
抹
殺
」
し
た
の
で
は
な
く
、
民
間
伝
承
を
考
え
る
学
問

を
人
文
科
学
の
一
領
域
と
し
て
確
立
す
る
た
め
に
、
好
事
家
の
趣
味
的
な

収
集
や
「
変
態
」
研
究
と
の
決
別
を
目
論
み
、
あ
え
て
遠
ざ
け
た
と
考
え

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
柳
田
は
、
性
民
俗
・
性
信
仰
・
色
話
（
艶
笑
譚
）
も

現
行
の
民
俗
事
象
と
し
て
と
ら
え
て
そ
の
存
在
を
認
識
し
て
い
た
。
し
か

し
そ
の
資
料
を
採
集
・
分
析
す
る
べ
き
意
義
は
低
い
と
見
て
い
た
と
整
理

で
き
る
。

　

そ
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
視
点
は
柳
田
を
継
い
だ
研
究
者
に
も
不
幸
に

し
て
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
民
俗
学
は
東
京
教

育
大
学
（
現
在
の
筑
波
大
学
）
や
成
城
大
学
に
柳
田
國
男
の
高
弟
を
中
心

と
す
る
日
本
民
俗
学
の
講
座
が
設
置
さ
れ
、
全
国
各
地
の
民
間
伝
承
に
関

心
の
あ
る
会
員
が
集
っ
て
い
た
「
民
間
伝
承
の
会
」
が
「
日
本
民
俗
学
会
」
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へ
と
改
組
（
一
九
四
九
）
さ
れ
る
な
ど
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
化
へ
の
筋
道
を

歩
ん
で
い
っ
た
。
こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
公
の
学
問
を
志
向
す
る
民
俗

学
は
、
性
に
関
す
る
こ
と
を
正
面
か
ら
論
じ
る
こ
と
を
回
避
し
て
い
く
。

そ
こ
に
は
「
も
と
よ
り
柳
田
先
生
が
触
れ
な
か
っ
た
領
域
は
、
民
俗
学
で

は
な
い
」
と
い
う
規
範
意
識
も
働
い
て
い
た
と
見
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

性
に
関
す
る
話
題
は
、
民
俗
学
界
の
主
流
に
お
い
て
触
れ
ら
れ
な
く
な
っ

て
い
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
国
文
学
者
・
民
俗
学
者
と
し
て
、
池
田
弥

三
郎
（
一
九
一
四
～
一
九
八
二
）
は
存
在
感
を
示
し
て
い
る
。
池
田
は
慶

応
義
塾
大
学
で
折
口
信
夫
に
師
事
し
た
民
俗
学
者
で
、『
は
だ
か
風
土
記
』

（
講
談
社
、
一
九
五
八
）、『
は
だ
か
源
氏
』（
講
談
社
、
一
九
五
九
）、『
お

と
こ
と
お
ん
な
の
民
俗
誌
』（
講
談
社
、一
九
六
六
。改
題『
性
の
民
俗
誌
』

講
談
社
、
二
〇
〇
三
）
と
、
性
信
仰
・
性
民
俗
に
ま
つ
わ
る
話
題
を
粋
な

筆
致
で
わ
か
り
や
す
く
一
般
向
け
に
解
説
す
る
書
籍
を
次
々
と
も
の
し

た
。
し
か
し
池
田
の
著
作
は
あ
く
ま
で
「
一
般
向
け
の
読
物
」「
折
口
学

の
流
れ
を
汲
む
国
文
学
者
の
余
技
」
で
あ
り
、
性
に
ま
つ
わ
る
民
俗
の
と

ら
え
直
し
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

一
方
で
、
一
九
五
〇
～
六
〇
年
代
に
は
色
話
（
艶
笑
譚
）
を
意
識
的
に

取
り
上
げ
る
動
き
も
ま
た
存
在
し
た
。
左
派
知
識
人
の
主
導
し
た
「
民
話

運
動
」
と
称
さ
れ
る
文
化
運
動
が
そ
れ
で
あ
る
。「
民
話
運
動
」
は
「
民
話
」

の
〈
民
〉
を
〈
民
衆
〉
と
い
う
階
級
的
実
体
と
し
て
読
み
替
え
る
思
想
性

を
強
く
持
っ
た
運
動
で
あ
っ
た（
（1
（

。
民
話
運
動
を
主
導
し
た
の
は
雑
誌
『
民

話
』（
未
来
社
、一
九
五
八
～
六
〇
）に
拠
っ
た
、左
派
知
識
人
た
ち
の「
民

話
の
会
」
だ
っ
た
。
こ
の
会
は
木
下
順
二
の
戯
曲
「
夕
鶴
」
の
上
演
を
契

機
に
、
東
京
大
学
の
日
本
史
研
究
者
た
ち
の
「
思
想
史
研
究
会
」
と
、
木

下
の
周
辺
の
演
劇
・
文
学
の
人
脈
と
の
交
流
か
ら
一
九
五
二
年
に
結
成
さ

れ
た
。
こ
の
会
は
「
民
話
」
を
民
衆
の
抵
抗
の
精
神
が
物
語
化
し
た
も
の

と
と
ら
え
、
そ
こ
に
階
級
闘
争
・
革
命
思
想
の
萌
芽
を
発
見
し
、
そ
れ
を

小
説
や
戯
曲
、
教
育
・
講
演
等
を
通
じ
て
民
衆
に
発
信
す
る
こ
と
を
構
想

し
て
い
た
。
こ
の
民
話
運
動
の
中
で
色
話
は
、
民
衆
の
率
直
な
願
望
と
情

動
の
発
露
と
し
て
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
た（
11
（

。

　

民
話
運
動
に
親
和
的
で
、
未
来
社
『
民
話
』
に
寄
稿
し
て
い
た
民
俗
学

者
が
宮
本
常
一
で
あ
る
。
宮
本
も
ま
た
、
性
を
め
ぐ
る
生
活
に
注
目
し
て

い
た
一
人
だ
っ
た
。
宮
本
は
同
誌
に
、
副
題
を
「
年
よ
り
た
ち
」
と
し
た
、

後
に
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
）
と
し
て
刊
行

さ
れ
る
、
聴
き
書
き
の
場
を
活
写
し
た
シ
リ
ー
ズ
を
連
載
し
た
が
、
そ
の

中
で
も
高
知
の
老
博ば
く

労ろ
う

の
性
遍
歴
を
た
ど
る
「
土
佐
源
氏（
1（
（

」（『
民
話
』

一
一
、
未
来
社
、
一
九
五
九
）
と
、
田
植
労
働
の
場
で
女
た
ち
が
声
高
に

あ
け
す
け
に
性
に
関
す
る
話
題
を
披
露
す
る
「
女
の
世
間
」（『
民
話
』

一
三
、一
九
五
九
）
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
宮
本
は
、
女
た
ち
が
田
植
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と
い
う
自
ら
の
ち
か
ら
を
存
分
に
ふ
る
う
場
で
は
、
そ
の
〈
話
の
場
〉
を

も
主
導
し
て
い
る
こ
と
を
記
述
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

�

そ
し
て
田
植
の
時
な
ど
に
、
そ
の
話
の
中
心
に
な
る
の
は
大
て
い
元

気
の
よ
い
四
〇
前
後
の
女
で
あ
る
。
…
…
（
中
略
）
…
…
こ
の
よ
う

な
話
は
戦
前
も
戦
後
も
か
わ
り
な
く
話
さ
れ
て
い
る
。
性
の
話
が
禁

断
で
あ
っ
た
時
代
に
も
農
民
の
特
に
女
た
ち
の
世
界
で
は
こ
の
よ
う

な
話
も
ご
く
自
然
に
話
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
田
植
ば
か
り

で
は
な
く
、
そ
の
ほ
か
の
女
た
ち
だ
け
の
作
業
の
間
に
も
し
き
り
に

話
さ
れ
る
。
近
頃
は
み
か
ん
の
選
果
場
が
そ
の
よ
い
話
の
場
に
な
っ

て
い
る
。
全
く
機
知
が
あ
ふ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
ま
た
仕
事
を
は
か

ど
ら
せ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　

�

無
論
、
性
の
話
が
こ
こ
ま
で
く
る
間
に
は
長
い
歴
史
が
あ
っ
た
。
そ

し
て
こ
う
し
た
話
を
通
し
て
男
た
ち
へ
の
批
判
力
を
獲
得
し
た
の
で

あ
る
。
エ
ロ
話
の
上
手
な
女
の
多
く
が
愛
夫
家
で
あ
る
の
も
お
も
し

ろ
い
。
女
た
ち
の
エ
ロ
話
の
明
る
い
世
界
は
女
た
ち
が
幸
福
で
あ
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
女
た
ち
の
す
べ
て
の
エ
ロ
話

が
こ
の
よ
う
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
　

�

女
た
ち
の
話
を
き
い
て
い
て
エ
ロ
話
が
い
け
な
い
の
で
は
な
く
、
エ

ロ
話
を
ゆ
が
め
て
い
る
何
も
の
か
が
い
け
な
い
の
だ
と
し
み
じ
み
と

思
う
の
で
あ
る（

11
（

。

こ
う
し
た
宮
本
の
も
の
い
い
は
、
色
話
（
艶
笑
譚
）
に
体
制
に
反
抗
的
な

民
衆
の
本
音
を
汲
み
取
る
民
話
運
動
の
思
潮
と
同
一
で
は
な
い
け
れ
ど

も
、
寄
り
添
う
も
の
で
あ
っ
た
。
が
、
こ
の
動
き
は
長
く
は
続
か
な
か
っ

た
。
本
筋
と
は
関
係
が
薄
い
の
で
簡
単
に
言
及
す
る
と
、
こ
の
民
話
運
動

は
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
高
度
経
済
成
長
期
に
到
来
し
た
、
労
働
者
が
が

む
し
ゃ
ら
に
労
働
し
た
見
返
り
が
給
与
と
し
て
補
償
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
く
社
会
に
対
応
で
き
ず
、
あ
く
ま
で
資
本
や
制
度
と
の
対
決
を
説
き

続
け
た
こ
と
か
ら
民
衆
の
支
持
を
失
い
、
急
速
に
失
速
し
た
。
色
話
（
艶

笑
譚
）研
究
の
萌
芽
も
ま
た
、芽
吹
く
こ
と
な
く
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
　
　

四
、�

性
研
究
の
解
放
と
色
話（
艶
笑
譚
）と
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・

ジ
ャ
パ
ン

　

ご
く
粗
雑
に
ま
と
め
る
と
、
一
九
六
〇
年
代
に
経
済
成
長
を
成
し
遂
げ

て
い
っ
た
日
本
社
会
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
消
費
経
済
社
会
へ
と
変
化
し

て
い
っ
た
。
と
同
時
に
急
激
な
変
化
の
歪
み
が
、
公
害
や
乱
開
発
に
よ
る

自
然
破
壊
、
交
通
戦
争
、
核
戦
争
へ
の
不
安
と
し
て
現
れ
て
き
た
時
期
で

も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
「
物
質
文
明
の
行
き
詰
ま
り
」
に
対
し
「
物
質
的
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に
は
貧
し
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
人
間
的
な
生
活
が
で
き
て
い
た
か
つ
て
の

日
本
」
が
憧
憬
の
対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
世
論
の
潮
流
を

受
け
て
企
画
さ
れ
た
、
国
鉄
（
現
・
Ｊ
Ｒ
）
の
時
宜
を
得
た
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
「
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
」
は
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
、
多
く

の
若
者
が
「
日
本
を
再
発
見
」
す
る
旅
へ
と
出
向
い
て
い
っ
た（
11
（

。
ゲ
ス
ト

で
あ
る
都
会
の
若
者
た
ち
は
地
方
で
「
都
市
化
さ
れ
る
前
の
日
本
」
を
発

見
す
る
観
光
を
い
と
な
み
、
ホ
ス
ト
側
の
地
域
は
「
か
つ
て
こ
の
よ
う
で

あ
っ
た
日
本
」
を
演
出
す
る
こ
と
に
よ
り
ゲ
ス
ト
を
満
足
さ
せ
る
と
い
う

観
光
モ
デ
ル
が
こ
の
時
期
に
活
発
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

　

こ
の
時
期
に
色
話
（
艶
笑
譚
）
の
地
方
に
お
け
る
出
版
数
が
増
加
し
て

い
く
。
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
、
性
信
仰
・

性
民
俗
と
色
話
（
艶
笑
譚
）
に
関
連
す
る
地
方
の
出
版
物
が
、
観
光
客
に

は
「
気
の
利
い
た
お
土
産
物
」
と
し
て
読
み
替
え
ら
れ
て
人
気
を
博
し
、

そ
れ
を
受
け
て
積
極
的
に
観
光
客
相
手
の
販
路
を
拡
大
す
る
動
き
が
存
在

し
た
。
地
方
に
「
奇
習
」
や
「
性
の
解
放
」
を
期
待
す
る
〈
都
会
人
＝
男

性
〉
の
視
点
の
受
け
皿
を
、
地
域
の
郷
土
史
家
／
好
事
家
の
ま
と
め
た
色

話
（
艶
笑
譚
）
の
著
作
が
引
き
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
日
本
各
地
で

一
九
六
〇
～
八
〇
年
代
に
郷
土
史
家
に
よ
る
色
話
（
艶
笑
譚
）
資
料
の
刊

行
が
継
続
し
た
。
昭
和
後
期
、「
お
じ
さ
ん
」
に
好
ま
れ
た
「
ち
ょ
っ
と

エ
ロ
い
お
土
産
」
と
し
て
、
色
話
（
艶
笑
譚
）
説
話
集
は
需
要
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
結
び
つ
い
た
地
方
出
版
の
盛
況

は
学
界
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
収
束
す
る
。

こ
う
し
た
「
郷
土
史
家
」
の
地
方
出
版
の
色
話
（
艶
笑
譚
）
説
話
集（
11
（

に
つ

い
て
は
詳
述
は
別
稿
を
期
す
こ
と
と
し
て
、
性
に
関
す
る
研
究
が
進
展
し

た
人
文
学
の
潮
流
を
見
て
い
こ
う
。

　

民
俗
学
／
口
承
文
芸
研
究
に
お
け
る
性
民
俗
・
色
話
（
艶
笑
譚
）
を
め

ぐ
る
状
況
が
変
化
す
る
の
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年

代
か
ら
、
社
会
学
や
文
化
人
類
学
等
の
他
の
人
文
科
学
に
お
い
て
「
性
」

を
対
象
と
す
る
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
そ
の
重
要
性
が
認
知
さ
れ（
11
（

、
か

つ
「
柳
田
先
生
は
性
民
俗
を
扱
う
の
を
厭
わ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
」
等
の

発
言
を
し
て
い
た
柳
田
の
高
弟
が
引
退
し
て
以
降
の
こ
と
と
な
る
。
民
俗

学
／
口
承
文
芸
研
究
の
性
民
俗
・
性
信
仰
研
究
は
、
社
会
学
や
文
化
人
類

学
が
積
極
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
後
、
民
俗
学
／
口
承
文
芸
研
究
独

自
の
性
民
俗
・
性
信
仰
研
究
の
方
法
を
模
索
す
る
と
い
う
、
大
き
な
出
遅

れ
を
負
っ
て
の
ス
タ
ー
ト
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
民
俗
学
者
・
昔

話
研
究
者
た
ち
に
は
「
こ
れ
ま
で
発
表
は
差
し
控
え
て
い
た
が
、
聴
き
取

り
そ
の
重
要
性
を
理
解
し
て
、
書
き
留
め
て
い
た
重
厚
な
資
料
」
を
多
数

抱
え
て
い
る
と
い
う
強
み
が
あ
っ
た
。
性
民
俗
に
関
す
る
真
摯
な
研
究
・

資
料
報
告
が
、
女
性
史
研
究
と
も
関
連
し
つ
つ
公
刊
さ
れ
て
い
く
。

　

ま
ず
は
前
述
の
赤
松
を
担
ぎ
だ
し
て
の
性
民
俗
研
究
へ
の
言
及
が
あ
っ
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た（
11
（

。
が
、
こ
う
し
た
言
説
は
「
民
俗
学
の
現
体
制
批
判
」
と
し
て
完
結
し

て
し
ま
い
、
性
民
俗
の
研
究
は
進
展
し
な
か
っ
た

　

民
俗
学
に
お
け
る
性
民
俗
の
研
究
は
、
婚
姻
研
究
や
若
者
集
団
研
究
の

領
域
か
ら
現
わ
れ
て
き
た
。
赤
松
と
『
季
刊
ど
る
め
ん
』
誌
上
で
論
争
を

行
っ
た
天
野
武
著
（
同
『
若
者
の
民
俗
―
若
者
と
娘
を
め
ぐ
る
習
俗
―
』

ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
〇
）
や
、
森
栗
茂
一
（
同
『
夜
這
い
と
近
代
買
春
』

明
石
書
店
、
一
九
九
五
）、
岩
田
重
則
（
同
『
ム
ラ
の
若
者
・
く
に
の
若

者
―
民
俗
と
国
民
統
合
―
』
未
来
社
、
一
九
九
六
）
ら
が
、
主
に
近
代
に

お
け
る
性
道
徳
の
変
化
、
若
者
集
団
の
変
容
と
、
国
家
に
よ
る
婚
姻
・
売

春
管
理
の
側
面
か
ら
性
民
俗
を
論
じ
た
。
ま
た
川
村
邦
光
は
、
近
代
と
い

う
時
代
と
女
性
の
身
体
性
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
通
じ
た
自
意
識
や
自

己
規
定
の
あ
り
よ
う
を
主
問
題
に
据
え
た
オ
ト
メ
三
部
作
と
言
わ
れ
る
論

集
（
同
『
オ
ト
メ
の
祈
り
―
近
代
女
性
イ
メ
ー
ジ
の
誕
生
―
』『
オ
ト
メ

の
身
体
―
女
の
近
代
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
―
』『
オ
ト
メ
の
行
方
―

近
代
女
性
の
表
象
と
闘
い
―
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
九
三
、

一
九
九
四
、二
〇
〇
三
）
を
も
の
し
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
か
ら
近
代
家

族
を
論
じ
た
（
同
『
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
近
代
』
講
談
社
、

一
九
九
六
）。

　

性
信
仰
の
領
域
で
は
、
飯
島
吉
晴
『
一
つ
目
小
僧
と
瓢
箪
―
性
と
犠
牲

の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
―
』（
新
曜
社
、
二
〇
〇
一
）
が
、
性
的
儀
礼
と
そ
の

儀
礼
を
反
映
し
て
い
る
説
話
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
派
生
・
投
影
さ
れ
る
単

眼
・
瓢
箪
な
ど
の
民
俗
的
イ
メ
ー
ジ
を
重
層
的
に
論
じ
た
。

　

女
性
史
の
立
場
か
ら
は
向
谷
喜
久
江『
よ
ば
い
の
あ
っ
た
こ
ろ
―
証
言
・

周
防
の
性
風
俗
―
』（
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九
八
六
）
の
、
夜
這
い
を
し
た

男
性
／
さ
れ
た
女
性
の
記
憶
の
丹
念
な
聴
き
取
り
が
見
逃
せ
な
い
。
向
谷

の
資
料
に
「
娘
に
と
っ
て
、
夜
這
い
ほ
ど
お
そ
ろ
し
い
も
ん
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
両
親
と
同
じ
へ
や
に
並
ん
で
寝
て
い
て
も
、
夜
這
い
が
入
っ

て
き
た
こ
と
を
親
に
知
ら
せ
る
の
は
、
恥
ず
か
し
い
も
ん
で
す
た
い
ね
。

…
…
（
中
略
）
…
…
と
こ
ろ
で
、
わ
た
し
は
十
九
歳
で
結
婚
し
た
ん
で
す

が
、
結
婚
し
て
い
ち
ば
ん
嬉
し
か
っ
た
ん
は
、
夜
這
い
の
こ
と
を
心
配
せ

ん
で
ぐ
っ
す
り
眠
れ
る
こ
と
で
し
た
」（
同
書
四
二
～
四
四
頁
）
と
い
う

聴
き
取
り
が
あ
る
。
男
性
研
究
者
の
視
点
か
ら
の
み
記
述
さ
れ
て
き
た
性

民
俗
―
―
赤
松
が
称
揚
し
た
「
か
つ
て
の
共
同
体
の
自
律
的
な
性
民
俗
」

―
―
が
性
別
に
よ
り
、
ま
っ
た
く
逆
の
受
け
取
ら
れ
方
を
し
て
い
た
こ
と

が
明
ら
か
と
な
る
事
例
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
柳
田
の
民
俗
学
を
受
け
継
ご
う
と
し
た
千
葉
徳
爾
が
切
腹
と

い
う
行
為
を
民
俗
学
の
手
法
で
分
析
し
た
『
日
本
人
は
な
ぜ
切
腹
す
る
の

か
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
四
）
で
、
Ｓ
Ｍ
風
俗
誌
『
奇
譚
ク
ラ
ブ
』（
曙

書
房
ほ
か
、
一
九
四
七
～
八
三
）
の
記
事
に
度
々
記
述
さ
れ
る
、
性
的
趣

味
と
し
て
の
切
腹
愛
好
家
の
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
に
言
及
し
考
察
し
て
い
る
こ
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と
は
「
性
癖
と
し
て
の
性
嗜
好
」
に
民
俗
学
と
し
て
正
面
か
ら
向
き
合
っ

た
試
み
と
し
て
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

散
発
的
な
動
き
と
し
て
は
、
民
俗
学
者
の
宮
田
登
と
詩
人
の
伊
藤
比
呂

美
の
対
談
『
女
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』（
平
凡
社
、
一
九
八
六
）
や
、
白
山

坊
与
左
衛
門
・
貝
塚
仁
大
夫
『
峠
の
茶
屋
―
下ゲ

ゲ

ゲ
々
々
の
民
俗
放
談
―
』（
南

原
企
画
・
パ
ロ
ル
舎
、
一
九
九
〇
）
な
ど
の
一
般
向
け
の
書
籍
に
お
い
て

も
、
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
性
民
俗
に
つ
い
て
が
語
ら
れ
た
。

　

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
こ
う
し
た
性
民
俗
・
性
信
仰
の
領
域
が
民
俗
の

一
領
域
と
認
め
ら
れ
、
そ
の
研
究
も
進
展
し
た
。
し
か
し
、
性
民
俗
・
性

信
仰
は
現
実
に
生
き
ら
れ
た
常
民
の
民
俗
・
信
仰
で
あ
り
、
そ
れ
の
連
続

／
断
絶
を
考
え
る
性
民
俗
・
性
信
仰
研
究
に
お
い
て
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

で
あ
る
「
色
話
（
艶
笑
譚
）」
は
生
活
実
感
と
は
異
な
る
「
お
話
」
で
あ

る
が
た
め
正
面
か
ら
は
検
証
さ
れ
ず
、「
か
つ
て
の
常
民
の
語
り
継
い
だ
、

荒
唐
無
稽
な
性
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
と
し
て
等
閑
視
さ
れ
た
と
い
え
る
。

性
民
俗
・
性
信
仰
の
研
究
が
進
展
し
て
も
、
色
話
（
艶
笑
譚
）
の
研
究
は

進
展
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
、「
民
話
運
動
」
の
影
響
を
受
け
た
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
属
さ
な

い
民
話
研
究
団
体
や
、地
域
の
語
り
に
寄
り
添
い
続
け
た
昔
話
研
究
者
は
、

色
話
（
艶
笑
譚
）
へ
の
注
目
を
失
わ
な
か
っ
た
。
沖
縄
民
話
の
会
の
機
関

誌
『
沖
縄
民
話
の
会
会
報
』
は
「
裏
座
ぐ
わ
ー
」
と
い
う
色
話
（
艶
笑
譚
）

の
報
告
を
一
九
七
八
年
か
ら
連
載
し
て
い
た（
11
（

し
、
日
本
民
話
の
会
は
機
関

誌
『
民
話
の
手
帖
』
で
色
話
（
艶
笑
譚
）
に
つ
い
て
の
読
者
か
ら
の
投
稿

を
載
せ
、
三
四
号
（
一
九
八
七
）
で
は
色
話
（
艶
笑
譚
）
の
特
集
を
組
ん

で
い
る
。
日
本
民
話
の
会
は
、『
民
話
の
手
帖
』
の
後
継
誌
で
あ
る
『
聴

く
語
る
創
る
』
５
号
（
一
九
九
八
）
に
お
い
て
も
「
特
集
・
日
本
と
外
国

の
艶
笑
譚
」
を
組
ん
で
い
る
。

　

ま
た
こ
の
時
期
に
各
地
の
昔
話
採
集
家
た
ち
が
、
今
ま
で
は
発
表
を
控

え
て
い
た
色
話
（
艶
笑
譚
）
の
資
料
を
公
表
し
た
。
早
く
に
一
九
七
〇
年

代
に
色
話
（
艶
笑
譚
）
を
、
そ
の
他
の
笑
話
と
区
別
せ
ず
に
提
示
し
た
の

は
、
國
學
院
大
學
の
臼
田
甚
五
郎
の
薫
陶
を
受
け
て
、
熊
本
で
昔
話
採
集

を
行
っ
て
い
た
木
村
祐
章
だ
っ
た（
11
（

。
木
村
は
色
話
（
艶
笑
譚
）
と
他
の
笑

話
と
を
区
別
す
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
茨
城
の
大
録
義
行
も
色
話
（
艶
笑
譚
）
を
中
心

と
し
た
資
料
集
『
常
陸
の
で
っ
か
く
噺
―
那
珂
町
額
田
の
艶
笑
民
話
―
』

『
常
陸
の
で
っ
か
く
噺　

続
―
常
陸
の
ち
ゃ
ら
き
ん
噺
―
』（
筑
波
書
林
、

一
九
八
一
、一
九
八
三
）
を
編
ん
だ
。

　

さ
ら
に
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
名
だ
た
る
昔
話
採
集
家
た
ち
が
、
長
年

発
表
で
き
な
い
で
い
た
色
話
（
艶
笑
譚
）
資
料
を
活
字
に
し
始
め
た
。
前

述
の
山
形
の
武
田
正
は
、
色
話
（
艶
笑
譚
）
の
語
ら
れ
る
場
に
つ
い
て
は

多
く
言
及
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
話
に
は
触
れ
な
い
態
度
を
取
っ
て
い
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た
。
し
か
し
こ
の
時
期
か
ら
、
そ
う
し
た
笑
話
を
資
料
化
し
、
保
存
す
る

動
き
が
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
活
動
を
し
た

一
人
に
、
生
地
で
あ
る
宮
城
を
中
心
に
東
北
を
歩
い
た
佐
々
木
徳
夫
を
挙

げ
う
る
。
佐
々
木
は
色
話
（
艶
笑
譚
）
を
積
極
的
に
保
存
す
る
必
要
を
感

じ
、
そ
れ
が
「
土
産
品
と
し
て
の
色
話
（
艶
笑
譚
）
本
」
を
必
要
と
し
て

い
た
地
元
出
版
社
の
ニ
ー
ズ
と
合
致
し
た
結
果
、
良
質
な
色
話
（
艶
笑
譚
）

の
資
料
集
が
数
多
く
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（
11
（

。
さ
ら
に
岡
山
の
立
石

憲
利
も
良
質
な
色
話
（
艶
笑
譚
）
を
地
域
の
出
版
社
か
ら
ま
と
め
て
い

る（
11
（

。
こ
う
し
た
地
方
出
版
社
の
ニ
ー
ズ
と
発
表
を
保
留
し
て
い
た
聴
き
書

き
資
料
が
マ
ッ
チ
し
た
例
と
し
て
は
、
秋
田
の
野
添
憲
治
に
よ
る
『
秋
田

艶
笑
譚
』（
正
・
続
・
続
々
、
無
明
舎
出
版
、
一
九
八
〇
、八
一
、八
三
）
や
、

佐
渡
の
浜
口
一
夫
の
『
佐
渡
艶
笑
譚
』（
高
志
書
院
、
一
九
九
八
）、
中
越

の
水
沢
謙
一
の
『
え
ち
ご
艶
笑
譚
』（
高
志
書
院
、
一
九
九
八
）
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
一
九
八
〇
～
九
〇
年
代
の
潮
流
に
お
い
て
、
色
話
（
艶
笑
譚
）

を
正
面
か
ら
研
究
の
俎
上
に
載
せ
よ
う
と
し
た
試
み
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

未
来
社
が
決
し
て
色
話
（
艶
笑
譚
）
に
こ
れ
ま
で
は
正
面
か
ら
言
及
し
て

こ
な
か
っ
た
、
高
知
の
昔
話
研
究
者
で
あ
る
市
原
麟
一
郎
に
『
土
佐
艶
笑

譚
』（
未
来
社
、
一
九
八
六
）
を
、
佐
々
木
徳
夫
の
『
み
ち
の
く
艶
笑
譚
』

に
続
く
「
双
書
・
日
本
艶
笑
譚
」
の
二
巻
と
し
て
依
頼
し
た
こ
と
か
ら
も

う
か
が
え
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
双
書
は
二
冊
を
も
っ
て
終
わ
る
。
性
民
俗
・
性
信
仰
の

展
開
に
よ
り
、
色
話
（
艶
笑
譚
）
の
報
告
も
促
進
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
発
表

の
場
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
多
く
の
資
料
が
公
刊
さ
れ
た
。
し
か
し
、
発
表

さ
れ
た
資
料
の
整
理
・
分
類
や
、
ま
し
て
や
色
話
（
艶
笑
譚
）
の
理
論
化

は
、
行
わ
れ
な
い
ま
ま
に
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い（
1（
（

。

　
　
　

五
、
色
話
（
艶
笑
譚
）
研
究
の
こ
れ
か
ら

　

こ
こ
ま
で
色
話
（
艶
笑
譚
）
の
研
究
史
を
整
理
し
て
き
た
。
そ
の
後
半
、

高
度
経
済
成
長
期
以
降
の
記
述
は
多
く
書
誌
と
研
究
者
の
羅
列
と
な
っ
て

し
ま
い
、
十
分
な
考
察
に
ま
で
た
ど
り
着
け
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は

裏
を
返
せ
ば
、
色
話
（
艶
笑
譚
）
と
い
う
領
域
が
「
そ
の
よ
う
な
基
本
的

な
整
理
も
な
さ
れ
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
て
き
た
」こ
と
の
表
れ
で
も
あ
る
。

色
話
（
艶
笑
譚
）
研
究
が
今
後
行
う
べ
き
は
、
現
在
確
認
で
き
る
資
料
を

収
集
・
整
理
し
、
そ
れ
を
分
析
し
て
「
話
型
」
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
か

ら
始
め
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
関
の
「
話
型
」
に
よ
る
分
類
は
後
世
、

論
者
の
よ
う
な
研
究
者
が
そ
の
不
備
に
対
し
て
批
判
的
に
言
及
し
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
関
が
な
し
と
げ
た
話
型
分
類
と
い
う
、
共
通
の
「
議

論
す
る
た
め
の
あ
る
一
定
の
共
通
の
理
解
」あ
れ
ば
こ
そ
の
批
判
で
あ
る
。

笑
話
の
う
ち
の
手
つ
か
ず
の
荒
野
で
あ
る
色
話
（
艶
笑
譚
）
は
、
ま
ず
は
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関
に
倣
っ
て
資
料
の
収
集
・
整
理
・
分
析
・
分
類
を
し
、「
話
型
」
の
共

通
理
解
を
構
築
す
る
＝
そ
の
共
通
理
解
を
批
判
し
、
そ
の
説
話
の
背
景
に

あ
る
生
活
や
も
の
の
考
え
方
や
感
じ
方
を
探
り
、
色
話
（
艶
笑
譚
）
の
語

り
の
場
や
語
り
の
演
出
に
つ
い
て
を
補
足
し
、
共
通
理
解
を
改
変
し
て
共

有
す
る
と
い
う
い
と
な
み
が
、
今
後
た
ど
る
べ
き
研
究
の
筋
道
と
考
え
る

し
、
そ
れ
が
「
話
型
研
究
」
お
よ
び
「
話
型
分
類
」
の
使
い
方
と
し
て
の

正
し
い
あ
り
よ
う
の
は
ず
だ
。
さ
ら
に
、
青
森
の
伝レ
ジ
ェ
ン
ド

説
級
研
究
者
で
あ
る

佐
々
木
達
司
が
、
個
人
誌
『
落
ち
穂
拾
い
』（
自
刊
、
二
〇
一
二
～
一
七
）

に
お
い
て
か
つ
て
聞
い
た
色
話
（
艶
笑
譚
）
を
活
字
化
す
る
な
ど
、
か
つ

て
の
色
話（
艶
笑
譚
）資
料
が
顕
現
す
る
機
会
も
皆
無
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

色
話
（
艶
笑
譚
）
の
時
代
は
過
ぎ
、
遅
き
に
失
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
現
在
に
お
い
て
も
、
か
つ
て
色
話
（
艶
笑
譚
）
が
担
っ
て
い
た
役

割
を
代
替
し
て
い
る
文
化
事
象
が
存
在
す
る
は
ず
だ
。
そ
う
し
た
現
在
の

事
象
と
過
去
と
の
連
続
／
断
絶
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
色
話
（
艶

笑
譚
）
を
手
付
か
ず
に
し
て
い
て
は
な
ら
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。

注（1
）�

立
石
憲
利
「
色
話
」『
縮
刷
版
日
本
昔
話
事
典
』
弘
文
堂
、
一
九
九
四
、八
二
～

八
三
頁
。

（
2
）�

武
田
正
「
色
話
」『
日
本
民
俗
大
事
典
』
上　

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
、一
四
一

頁
。

（
（
）�

武
田
正
『
昔
話
世
界
の
成
立
―
昔
話
研
究
序
説
―
』
三
弥
井
書
店
、

一
九
七
九
、三
〇
頁
。

（
（
）�

稲
田
浩
二
・
福
田
晃
［
編
著
］『
大
山
北
麓
の
昔
話
』
三
弥
井
書
店
［
昔
話
研
究

資
料
叢
書
］、
一
九
七
〇
、六
二
頁
。

（
（
）�

同
前
、
五
八
頁
。

（
（
）�

川
村
湊
『「
大
東
亜
民
俗
学
」
の
虚
実
』（
講
談
社
、
一
九
九
六
）、『
南
島
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
発
生
―
柳
田
国
男
と
植
民
地
主
義
―
』（
福
武
書
店
、
一
九
九
二
）、
岩

本
由
輝
『
も
う
一
つ
の
遠
野
物
語
』（
刀
水
書
房
、
一
九
八
三
）
な
ど
に
代
表
さ

れ
る
。
本
論
の
趣
旨
に
深
く
は
関
わ
ら
な
い
た
め
、
個
々
の
〈
批
判
〉
の
細
部
に

つ
い
て
は
割
愛
す
る
。

（
（
）�

同
時
期
の
対
談
録
、
赤
松
・
上
野
千
鶴
子
・
大
月
隆
寛
『
猥
談
―
近
代
日
本
の
下

半
身
―
』（
現
代
書
館
、
一
九
九
五
）
で
大
月
は
、「
あ
の
語
り
口
で
つ
む
ぎ
出
さ

れ
る
、
今
や
す
で
に
「
歴
史
」
の
範
疇
に
織
り
込
ま
れ
つ
つ
あ
る
豊
か
な
見
聞
の

文
字
ヅ
ラ
言
葉
ヅ
ラ
だ
け
に
眼
く
ら
ま
さ
れ
、「
赤
松
さ
ん
だ
け
が
こ
れ
ま
で
誰

も
知
り
え
な
か
っ
た
〝
真
実
〟
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
調
子
で
礼
賛
す
る
態

度
は
、〝
読
む
〟
立
場
〝
聴
く
〟
分
際
の
批
判
力
を
放
棄
し
、
新
た
な
神
話
を
作

り
出
す
こ
と
に
加
担
す
る
無
自
覚
さ
と
い
う
意
味
で
は
、
最
も
赤
松
さ
ん
の
方
法

か
ら
遠
い
も
の
だ
」（
同
書
、
四
〇
四
頁
）
と
解
説
に
記
し
て
、
赤
松
の
資
料
や

発
言
を
表
層
的
に
「
真
実
」
と
し
て
読
む
こ
と
に
対
し
て
釘
を
刺
し
て
い
る
。

　
　

�　

が
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
神
話
」
と
し
て
の
読
ま
れ
方
こ
そ
が
、
当
時
の
赤

松
の
読
ま
れ
方
で
あ
り
、
引
用
の
さ
れ
方
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
赤
松

の
根
本
的
な
姿
勢
も
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
か
ら
す
れ
ば
大
い
に
問

題
を
孕
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　

�　

例
え
ば
、
上
野
は
赤
松
と
の
同
書
収
録
の
対
談
を
振
り
返
っ
て
「
八
〇
代
で
お

会
い
し
た
赤
松
さ
ん
は
、
肌
の
き
れ
い
な
小
柄
な
お
じ
い
ち
ゃ
ん
で
、
若
い
頃
は
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も
て
た
だ
ろ
う
な
、
と
思
わ
せ
る
男
性
だ
っ
た
が
、
か
れ
に
、
女
の
方
か
ら
男
を

評
定
す
る
基
準
に
つ
い
て
聞
い
て
み
た
時
は
辟
易
し
た
。／「
な
ん
と
い
う
て
も
、

も
ち
も
ン
で
す
わ
な
。」
／　

そ
れ
か
ら
か
れ
は
、
か
り
の
張
り
方
や
大
き
さ
、

堅
さ
に
つ
い
て
、
と
く
と
く
と
語
り
始
め
た
の
だ
。
赤
松
さ
ん
も
ペ
ニ
ス
神
話
の

持
ち
主
な
の
か
…
…
お
っ
さ
ん
や
な
あ
、
と
い
う
の
が
、
そ
の
時
の
わ
た
し
の
感

想
で
あ
っ
た
。」（
注
（
後
掲
書
、
三
二
五
～
三
二
六
頁
）
と
記
し
て
い
る
。
赤
松

は
柳
田
民
俗
学
を
批
判
し
つ
つ
「
性
民
俗
」
の
あ
り
よ
う
を
縦
横
無
尽
に
語
っ
た

が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
男
性
の
性
行
動
・
性
規
範
に
拠
る
、
つ
ま
り
は
「
夜
這
い

を
す
る
側
」
か
ら
の
み
見
た
「
性
民
俗
」
だ
と
い
え
る
。

　
　

�　

ま
た
こ
う
し
た
赤
松
の
も
の
い
い
は
、そ
れ
自
身
、小
谷
野
敦
の
批
判
す
る「
前

近
代
に
は
お
お
ら
か
で
自
律
し
た
性
愛
の
自
由
が
あ
っ
た
が
、
近
代
の
思
想
と
制

度
の
呪
縛
に
よ
り
そ
れ
ら
が
失
わ
れ
た
」
と
す
る
江
戸
幻
想
〉（
小
谷
野
『
改
訂

新
版　

江
戸
幻
想
批
判
―
―
「
江
戸
の
性
愛
」
礼
讃
論
を
撃
つ
―
―
』
新
曜
社
、

二
〇
〇
八
）
と
親
和
性
が
あ
る
し
、
そ
の
よ
う
な
幻
想
の
「
証
拠
」
と
し
て
、
都

合
よ
く
引
用
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

（
（
）�

赤
松
啓
介
『
夜
這
い
の
民
俗
学
・
夜
這
い
の
性
愛
学
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
四
［
原

著
一
九
九
四
］、
三
三
～
三
四
頁
。

（
（
）�

柳
田
國
男
『
口
承
文
芸
史
考
』
一
九
四
七
（『
柳
田
國
男
全
集
』
一
六
、
筑
摩
書
房
、

一
九
九
九
、四
六
六
頁
）

（
10
）�

岩
本
通
弥
「
柳
田
國
男
の
性
と
恋
愛
―
そ
の
性
愛
忌
避
説
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
歴

博
』
九
八
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
。

（
11
）�

同
前
、
一
六
頁
。

（
12
）�

岩
本
前
掲
論
文
、
一
九
頁
。

（
1（
）�『
ド
ル
メ
ン
』
掲
載
の
「
夫
人
と
蛇
」
に
関
す
る
報
告
を
並
べ
る
。

　
　

�

伊
藤
芳
道
「
娘
と
蝮
」
二
（
九
）、
一
九
三
三
／
淑
石
生
「
婦
人
と
蛇
」
二
（
一
〇
）、

同
前
／
左
夫
留
児
「
婦
人
と
蛇
」
二
（
一
一
）、
同
前
／
高
橋
照
之
助
「
蛇
と
娘

に
就
て
真
実
の
話
」
二
（
一
二
）、
同
前
／
Ｓ
「
婦
人
と
蛇
に
就
て
」、
遠
藤
冬
花

「
婦
人
と
蛇
事
件
」
三
（
一
）、
一
九
三
四
。

　
　

�　

同
誌
に
は
こ
の
他
に
も
色
話
（
艶
笑
譚
）
の
報
告
が
散
見
さ
れ
る
。
愛
遠
紀
雄

「
気
の
つ
い
た
ま
ゝ
二
つ
三
つ
」
一
（
八
）、
一
九
三
二
／
天
羽
将
次
「
人
獣
交
歓

の
結
末
」
二
（
二
）、
一
九
三
三
／
今
村
勝
彦
「
朝
鮮
土
産
話
」
二
（
四
）、
同
前

／
知
里
真
志
保
「
穴
狩
」
三
（
三
）、
一
九
三
四
／
山
中
鹿
六
「
桃
色
が
ゝ
っ
た

慶
州
の
伝
説
」三（
四
）、同
前
／
知
里
真
志
保「
一
つ
鼻
孔
の
怪
物
」三（
一
〇
）、

同
前
／
栗
山
一
夫
「
か
た
く
ま
寺
の
話
」
四
（
三
）、
一
九
三
五
な
ど
。

（
1（
）�

藤
澤
衞
彦
『
変
態
伝
説
史
』
文
芸
資
料
研
究
会
、
一
九
二
六
、一
一
三
頁
。

（
1（
）�

菅
野
聡
美
『〈
変
態
〉
の
時
代
』
講
談
社
、
二
〇
〇
五
。

（
1（
）�

こ
う
し
た
世
間
の
興
味
と
そ
れ
を
掬
い
と
る
商
業
メ
デ
ィ
ア
の
あ
り
よ
う
は
、

一
九
六
〇
年
代
に
流
行
し
た
「
秘
境
」
へ
の
関
心
と
も
響
き
合
う
。
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
『
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
）
参
照
。

（
1（
）�

菅
野
前
掲
書
、
第
五
章
「
民
俗
学
と
変
態
」。

（
1（
）�

久
野
俊
彦
「
一
九
三
〇
年
代
の
地
方
民
俗
学
雑
誌
の
実
践
―
高
橋
勝
利
の
『
芳
賀

郡
土
俗
研
究
会
報
』
―
」『
民
博
通
信
』
一
三
八
、
国
立
民
族
学
博
物
館
、

二
〇
一
二
。
久
野
は
高
橋
お
よ
び
『
芳
賀
郡
土
俗
研
究
会
報
』
に
つ
い
て
の
第
一

人
者
で
あ
る
。『
芳
賀
郡
土
俗
研
究
会
報
』
に
は
特
に
沖
縄
の
金
城
朝
永
が
数
回

に
わ
た
り
「
琉
球
の
猥
談
」
を
寄
稿
し
て
い
て
熱
心
で
あ
る
。

（
1（
）�

民
話
運
動
に
つ
い
て
は
野
村
典
彦
の
整
理
が
参
考
に
な
る
。
野
村
典
彦
「
旅
・
民

話
・
心
の
ふ
る
さ
と
―
「D

ISCO
V
ER�JA

PA
N

　

美
し
い
日
本
と
私
」
の
頃
―
」

『
昔
話
―
研
究
と
資
料
―
』
三
二
、
日
本
昔
話
学
会
、
二
〇
〇
四
。
同
「
民
話
運

動
と
「
学
校
の
怪
談
」
―
そ
の
思
想
性
を
め
ぐ
っ
て
―
」
一
柳
廣
孝
（
編
著
）『「
学

校
の
怪
談
」
は
さ
さ
や
く
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
五
。

（
20
）�

論
考
に
お
い
て
再
三
言
及
さ
れ
る
ほ
か
、
す
ず
き
・
け
ん
じ
「
益
子
茶
ば
な
し　

七
」七
、一
九
五
九
／
森
崎
和
江「
坑
夫
の
妻
た
ち
」一
四
、同
／
比
江
島
重
孝「
米
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良
紀
行
」
一
五
、
同
／
松
永
伍
一
「
エ
ロ
ス
の
河
口
－
民
謡
に
お
け
る
農
民
の
性

愛
表
現
－
」
同
前
／
北
上
逸
平
「
み
ち
の
く
の
聞
書
」
一
八
、一
九
六
〇
、
等
の

具
体
的
な
色
話
（
艶
笑
譚
）
資
料
を
含
む
報
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）�

こ
の
「
土
佐
源
氏
」
が
、
官
憲
の
摘
発
対
象
で
あ
る
地
下
出
版
の
ガ
リ
版
刷
り
の

艶
本
と
し
て
も
流
通
し
て
い
た
こ
と
に
関
す
る
考
察
と
し
て
、
井
出
幸
男
『
宮
本

常
一
と
土
佐
源
氏
の
真
実
』（
新
泉
社
、
二
〇
一
六
）
が
あ
る
。

（
22
）�「
女
の
世
間
」『
宮
本
常
一
著
作
集
』一
〇
、未
来
社
、一
九
七
一
、九
五
～
九
七
頁
。

こ
こ
で
宮
本
が
肯
定
す
る
色
話
（
艶
笑
譚
）
に
よ
る
「
男
へ
の
批
判
力
」
も
、
男

性
は
早
く
か
ら
女
性
を
批
判
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
の
に
対
し
、
女
性
は
そ
れ

を
出
産
や
一
家
の
主
婦
へ
の
就
任
等
の
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
だ
後
の
、
中
年
期
に
よ

う
や
く
獲
得
し
え
る
と
い
う
不
均
衡
な
関
係
が
垣
間
見
え
る
。
男
性
は
そ
の
よ
う

な
「
異
性
へ
の
批
判
力
」
を
、
若
者
組
へ
加
入
す
る
青
年
期
か
ら
行
使
し
え
た
。

ち
な
み
に
こ
の
引
用
の
中
の
「
愛
夫
家
」
は
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
で
変
換
さ
れ
ず
、

対
義
語
で
あ
ろ
う
「
愛
妻
家
」
は
簡
単
に
変
換
で
き
た
。
現
在
の
日
本
語
の
運
用

で
も
「
夫
」
は
愛
さ
れ
て
当
然
だ
が
、「
妻
」
が
愛
さ
れ
る
の
は
特
筆
す
べ
き
こ

と
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　

�　

さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
、
宮
本
の
「
女
た
ち
の
エ
ロ
話
の
明
る
い
世
界
は
女
た

ち
が
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
女
た
ち
の
す
べ
て
の
エ

ロ
話
が
こ
の
よ
う
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
一
文
は
、
宮
本
が
知

る
が
書
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
、〈
不
幸
〉
な
境
遇
の
女
た
ち
の
交
わ
す
「
エ

ロ
話
」
へ
の
同
情
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
2（
）�

デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
に
つ
い
て
は
野
村
前
掲
論
文
参
照
。
ま
た
、
こ
の
「
物

質
文
明
の
行
き
詰
ま
り
」
を
逆
方
向
―
「
精
神
文
明
に
活
路
を
見
出
す
」
に
逃
避

し
た
同
時
代
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が
、
超
能
力
や
Ｕ
Ｆ
Ｏ
、
霊
的
現
象
、
未
確
認
動

物
の
探
究
に
注
目
し
た
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
で
あ
る
。

（
2（
）�

同
時
期
に
性
民
俗
・
色
話
（
艶
笑
譚
）
を
主
題
と
し
た
著
作
を
多
く
刊
行
し
た
者

と
し
て
は
、
伊
藤
堅
吉
（
山
梨
）・
泉
昌
彦
（
静
岡
）・
生
出
泰
一
（
岩
手
）・
河

野
裕
（
高
知
）・
平
井
信
作
（
青
森
）・
藤
沢
美
雄
（
岩
手
）・
松
田
米
雄
（
岩
手
）

な
ど
を
挙
げ
う
る
。
い
ず
れ
も
、
お
土
産
物
と
し
て
多
く
売
買
さ
れ
た
地
方
出
版

を
も
の
し
た
、「
郷
土
史
家
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
著
者
た
ち
で
あ
る
。

（
2（
）�

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
民
俗
学
・
文
化
人
類
学
の
協
業
で
執
筆
さ
れ
た
「
ふ
ぉ
る
く

叢
書
」
の
一
冊
に
、
民
俗
学
・
社
会
人
類
学
者
の
野
口
武
徳
と
社
会
心
理
学
者
の

石
川
弘
義
の
共
著
で
『
性
』（
弘
文
堂
、
一
九
七
四
）
の
一
冊
が
作
ら
れ
た
。
同

書
の
「
あ
と
が
き
に
代
え
て
」
の
文
章
に
野
口
は
「
性
研
究
の
夜
明
け
」
の
副
題

を
つ
け
て
い
る
（
同
書
二
三
五
頁
）。

（
2（
）�

赤
松
「
村
落
共
同
体
と
性
的
規
範
」
上
・
下
・
続
（『
季
刊
ど
る
め
ん
』
二
六
～

二
八
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
出
版
局
、
一
九
八
〇
～
八
一
）。
同
『
非
常
民
の
民
俗
文
化
―

生
活
民
俗
と
差
別
昔
話
―
』
明
石
書
房
、
一
九
八
六
。
同
『
非
常
民
の
民
俗
境
界

―
村
落
社
会
の
民
俗
と
差
別
―
』
明
石
書
房
、
一
九
八
八
。
同
『
非
常
民
の
性
民

俗
』
明
石
書
房
、
一
九
九
一
。
同
『
女
の
歴
史
と
民
俗
』
明
石
書
店
、

一
九
九
三
、
な
ど
。

（
2（
）�『
沖
縄
民
話
の
会
会
報
』
四
～
一
二
、一
四
、
沖
縄
民
話
の
会
、
一
九
七
八
～

八
六
。

（
2（
）�

木
村
祐
章
『
肥
後
の
笑
話
―
熊
本
の
昔
話
―
』
桜
楓
社
、
一
九
七
二
。
同
『
全
国

昔
話
資
料
集
成
６　

肥
後
昔
話
集
』
岩
崎
美
術
社
、
一
九
七
四
。

（
2（
）�

佐
々
木
徳
夫
『
民
話
み
ち
の
く
艶
笑
譚
』
一
・
二
、
ひ
か
り
書
房
、
一
九
七
九
～

八
一
。
同
『
み
ち
の
く
艶
笑
譚
』
未
来
社
、
一
九
八
六.

同
『
東
北
艶
笑
浮
世
ば

な
し
』
講
談
社
、
一
九
九
四
。
同
『
み
ち
の
く
「
艶
笑
・
昔
話
」
採
訪
記
』『
み

や
ぎ
風
流
艶
笑
譚
』
無
明
舎
出
版
、
一
九
九
六
、九
七
。
同
『
仙
北
の
お
色
気
山

伐
り
話
そ
の
他
』
佐
々
木
徳
夫
ふ
る
さ
と
の
会
、
二
〇
〇
二
。
同
『
ふ
る
さ
と
艶

笑
譚
選
集
』
一
～
三
、
本
の
森
、
二
〇
〇
七
～
〇
八
。�

（
（0
）�

立
石
憲
利
『
岡
山
の
艶
笑
譚
』
日
本
文
教
出
版
社
、
一
九
八
三
。
同
『
風
呂
場
ば

な
し
―
岡
山
県
長
船
町
の
民
話
―
』『
岡
山
の
色
ば
な
し
―
夜
這
い
の
あ
っ
た
こ

ろ
―
』
吉
備
人
出
版
、
二
〇
〇
一
、二
〇
〇
二
。�
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（
（1
）�

松
本
孝
三
「
笑
話
と
艶
笑
譚
―
南
島
的
位
相
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
民
間
説
話
〈
伝

承
〉
の
研
究
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
七
所
収
）、
真
下
厚
「
艶
笑
譚
の
一
話
型

と
そ
の
受
容
―
口
承
説
話
に
お
け
る
「
主
人
公
の
交
替
」
に
及
ん
で
―
」（『
口
承

文
芸
研
究
』
三
四
、
日
本
口
承
文
芸
学
会
、
二
〇
一
一
）
な
ど
、
色
話
（
艶
笑
譚
）

に
言
及
し
た
論
文
は
存
在
す
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
貴
重
な
論
考
で
は
あ
る
が
、
地

域
を
区
切
っ
た
個
別
具
体
の
色
話
（
艶
笑
譚
）
を
論
ず
る
も
の
で
あ
り
、
総
体
と

し
て
の
色
話
（
艶
笑
譚
）
論
は
試
み
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え
る
。


