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は
じ
め
に

　
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
と
は
伝
説
、
昔
話
、
文
芸
作
品
で
用
い
ら
れ

る
趣
向
の
一
つ
で
、
顔
に
付
け
た
面
が
離
れ
な
く
な
り
葛
藤
す
る
と
い
う

内
容
で
あ
る
。用
い
ら
れ
方
と
意
味
合
い
は
作
品
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
り
、

伝
説
で
は
顔
に
付
け
た
面
が
外
れ
な
く
な
っ
た
人
が
鬼
や
異
形
の
者
と
な

る
。
蓮
如
伝
説
お
よ
び
昔
話
「
肉
附
き
面
」
で
は
悪
事
に
面
を
使
用
し
た

老
女
の
顔
か
ら
面
が
外
れ
な
く
な
る
が
、
高
僧
や
信
心
深
い
他
者
の
念
仏

な
ど
の
力
で
外
さ
れ
る
。
お
伽
草
子
『
磯
崎
』
で
は
正
妻
が
嫉
妬
心
か
ら

「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
多
義
性

─
「
心
の
鬼
」
か
ら
鬼
と
な
る
者
─

西
座
理
恵

面
で
後
妻
を
脅
か
す
と
顔
か
ら
面
が
外
れ
な
く
な
り
禅
の
力
で
外
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
は
、
作
品
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
美
濃
部
重
克
「
室
町
物
語
の
挿
絵
小
考（
１
）」

で
は
、『
磯
崎
』
を
特

徴
づ
け
る
の
は
「
肉
付
き
面
」
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
姑

の
嫁
い
じ
め
の
昔
話
と
し
て
流
布
し
て
お
り
、
北
陸
の
浄
土
真
宗
地
帯
で

は
吉
崎
御
坊
に
お
け
る
嫁
お
ど
し
の
伝
説
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
と
述
べ

る
。
そ
し
て
赤
木
本
『
伊
吹
山
酒
典
童
子
』
の
中
で
比
叡
山
の
児
学
生
で

あ
っ
た
酒
呑
童
子
が
風
流
踊
り
で
被
っ
た
鬼
の
面
が
離
れ
な
く
な
っ
て
鬼

に
変
身
し
て
い
く
と
い
っ
た
例
も
挙
げ
て
い
る
。
沢
井
耐
三
は
「
お
伽
草

子
『
磯
崎
』
考（
２
）」
で
『
磯
崎
』
の
「
肉
附
き
面
」
の
モ
チ
ー
フ
は
「『
私
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聚
百
因
縁
集
』
三
・
六
話
や
『
三
国
伝
記
』
十
一
・
二
十
五
話
に
は
、
賓
頭

盧
尊
者
の
霊
験
と
し
て
、
慳
貪
な
女
の
顔
に
持
っ
て
い
た
鉢
が
く
っ
付
い

て
離
れ
な
く
な
る
話
が
載
っ
て
い
る
が
、
そ
う
い
っ
た
仏
教
説
話
が
妬
婦

譚
に
作
り
か
え
ら
れ
た
も
の
」
と
推
測
し
て
い
る
。

　

芸
能
研
究
の
立
場
か
ら
徳
江
元
正
は
、「
児
学
生
の
母
と
大
野
木
殿
の

子（
３
）」
の
中
で
『
磯
崎
』
と
『
伊
吹
山
酒
典
童
子
』
を
取
り
上
げ
て
「
双
方

と
も
、
児
が
出
て
く
る
。
立
場
こ
そ
違
う
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
仏
教
説
話

や
芸
能
の
伝
承
や
管
理
に
携
わ
っ
て
い
た
人
々
を
推
測
し
て
み
る
手
が
か

り
と
は
な
ろ
う
」
と
述
べ
て
、『
伊
吹
山
酒
典
童
子
』
に
関
し
て
は
「
や

す
ら
い
祭
り
の
ご
と
き
鬼
形
に
よ
る
芸
能
が
先
行
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
」
と
論
じ
て
い
る
。
藤
井
貞
和
も
「
い
そ
ざ
き（
４
）」

に
お
い
て
千
葉
県
匝

瑳
郡
光
町
虫
生
の
広
済
寺
で
行
わ
れ
る
鬼
来
迎
に
仮
面
地
獄
劇
が
あ
り
、

そ
の
面
に
「
肉
附
き
面
」
伝
説
が
あ
る
と
述
べ
て
、『
磯
崎
』
は
仏
教
の

説
教
に
よ
っ
て
広
げ
ら
れ
た
話
で
あ
ろ
う
が
演
劇
的
要
素
も
み
ら
れ
る
と

述
べ
て
い
る
。

　

南
方
熊
楠
は
「「
磯
崎
」
に
就
て（
５
）」

で
同
じ
虫
生
の
広
済
寺
の
伝
説
に

触
れ
、
他
に
も
蓮
如
伝
説
や
近
世
期
の
俳
諧
、
昔
話
「
孝
行
坂
」、
文
芸

で
は
『
七
人
比
丘
尼
』、
西
沢
一
風
「
女
大
名
丹
前
能
」
な
ど
、
面
に
関

係
す
る
作
品
の
数
々
を
紹
介
し
、
嫁
姑
の
話
に
は
仏
典
「
雑
宝
蔵
経
」
な

ど
の
影
響
を
考
え
て
い
る
。
柳
田
国
男
は
「
妹
の
力（
６
）」

に
お
い
て
、「
肉

附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
福
井
県
の
伝
説
「
よ
め
塚
・
よ
め
ヶ
淵
」、『
小
谷

口
碑
集
』
の
「
お
か
る
」
の
伝
説
、
江
ノ
島
の
神
社
の
鬼
の
面
の
話
な
ど

を
挙
げ
て
、
信
仰
の
面
か
ら
考
察
を
展
開
し
て
い
る
。
近
世
文
学
の
研
究

者
で
あ
る
延
広
真
治
は
「
江
戸
文
学
の
多
様
性
―
「
肉
附
き
の
面
」
を
通

し
て
見
る（
７
）―

」
の
中
で
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
を
含
む
文
芸
、
伝
説
、

説
話
、
狂
歌
な
ど
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
話
を
収
集
し
、
通
史
的
に
紹
介
し

て
お
り
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
と
し
て
大
変
有
意
義
で
あ
る
。

　

以
上
の「
肉
附
き
面
」モ
チ
ー
フ
を
と
り
あ
げ
た
先
行
研
究
に
お
い
て
、

美
濃
部
や
沢
井
、
南
方
は
作
品
や
話
の
受
容
と
い
っ
た
観
点
か
ら
取
り
上

げ
、
徳
江
や
藤
井
は
芸
能
と
い
う
側
面
か
ら
論
じ
て
い
る
。
柳
田
は
信
仰

と
の
関
わ
り
を
問
題
に
し
、
一
方
、
延
広
は
多
様
な
展
開
を
み
せ
る
「
肉

附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
資
料
を
総
合
的
な
見
地
か
ら
整
理
し
、
提
示
し
て

い
る
。

　

文
芸
に
お
け
る
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
話
で
は
、
悪
事
を
は
た
ら

く
者
の
顔
か
ら
面
が
離
れ
な
く
な
り
、
悪
行
を
悔
や
み
反
省
し
て
、
仏
教

の
力
で
面
を
外
さ
れ
る
と
い
う
展
開
が
多
く
み
ら
れ
る
。
お
伽
草
子
『
磯

崎
』
は
そ
の
代
表
的
な
作
品
で
あ
り
、
説
教
ら
し
い
倫
理
観
に
基
づ
い
て

顔
に
付
い
た
面
が
外
れ
る
ま
で
の
展
開
は
順
当
で
あ
る
。
一
方
、
新
潟
お

よ
び
関
東
以
北
の
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
や
、
お
伽
草
子
『
伊
吹
山
酒
典
童

子
』
の
よ
う
に
、
悪
行
な
し
に
面
が
外
れ
な
く
な
っ
て
鬼
に
な
る
話
も
散
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見
さ
れ
る
。「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
を
悪
行
に
対
す
る
罰
と
考
え
る
と
、

『
伊
吹
山
酒
典
童
子
』
の
児
の
よ
う
に
悪
行
と
関
係
の
な
い
者
が
仮
面
不

離
と
な
っ
て
鬼
に
な
る
の
は
、
通
常
の
倫
理
か
ら
外
れ
た
展
開
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
『
伊
吹
山
酒
典
童
子
』
は
通
常
と
異
な
る

主
旨
の
作
品
と
い
え
る
。

　

こ
の
二
例
以
外
に
も
、
延
広
真
治
は
、「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
を
含

む
話
と
し
て
浮
世
草
子
、
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
の
脚
本
、
合
巻
、
読
本
、
狂

歌
な
ど
を
挙
げ
、
ま
た
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
話
で
は
な
い
が
、「
嫉

妬
に
よ
り
鬼
女
に
な
る
」
例
と
し
て
、『
閑
居
友
』
巻
下
の
三
「
う
ら
み

ふ
か
き
女
い
き
な
が
ら
鬼
と
な
る
事
」（
以
下
文
中
で
は
、『
閑
居
友
』
巻

下
の
三
と
記
す
。）、
仮
名
草
子
『
七
人
比
丘
尼
』、
お
伽
草
子
「
か
な
わ
」

を
紹
介
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
作
品
は
嫉
妬
と
い
う
「
心
の
鬼
」
に
よ
っ
て
人
が
鬼
に
変
貌

す
る
も
の
で
、『
磯
崎
』
も
そ
の
系
譜
の
延
長
上
に
あ
る
。
歌
舞
伎
・
浄

瑠
璃
な
ど
の
芸
能
で
面
が
付
い
て
離
れ
な
い
演
技
は
人
目
を
引
く
演
出
に

な
る
が
、
一
方
、
話
の
世
界
に
お
け
る
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
は
「
心

の
鬼
」
を
可
視
化
す
る
装
置
と
い
え
る
。「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
を
受

け
入
れ
る
側
に
は
、人
が
鬼
に
な
る
イ
メ
ー
ジ
が
喚
起
さ
れ
、「
肉
附
き
面
」

の
先
に
は
「
心
の
鬼
」
を
経
て
本
当
の
鬼
に
な
る
人
の
姿
が
あ
る
。
し
か

し
中
に
は
、
延
広
が
例
と
し
て
提
示
す
る
狂
歌
『
狂
歌
む
め
柳
』
十
一
「
姑

の
開
帳
肉
付
き
の
面
の
や
う　

士
芳
」
の
よ
う
に
、
女
性
の
老
醜
を
揶
揄

す
る
表
現
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
延
広
は
先
行
研
究
に
お
い
て
国
際
昔
話
話
型
カ
タ
ロ
グ
の
分

類
に
よ
る
話
型
で
は
、「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
に
対
応
す
る
の
が
「
狡

猾
な
牧
師
」（A

T
831

）
と
い
う
話
型
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。『
日
本

昔
話
大
成
』
八
巻
の
「
肉
付
き
面（
８
）」

の
「
注
」
で
は
「
貧
乏
な
男
が
金
を

発
見
す
る
。
貪
欲
な
牧
師
が
羊
の
皮
を
か
ぶ
っ
て
悪
魔
を
装
い
、
そ
の
男

を
脅
し
て
金
を
取
ろ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
家
に
帰
っ
て
も
そ
の
皮
が
と

れ
な
い
。」
と
記
さ
れ
る
。
延
広
の
先
行
研
究
に
よ
る
と
、
欧
米
で
は
広

く
分
布
し
て
お
り
、
中
国
で
も
虎
の
皮
を
か
ぶ
っ
て
人
を
脅
し
て
、
物
を

得
て
い
た
僧
が
虎
に
な
る
類
話
（『
太
平
広
記
』
四
三
三
巻
「
僧
虎
」）
が

あ
る
が
、
韓
国
で
は
「
肉
附
き
面
」
の
話
型
に
対
応
す
る
の
は
昔
話
「
姑

の
毒
殺
」
の
よ
う
な
嫁
と
姑
の
葛
藤
譚
で
あ
り
、「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー

フ
を
と
り
い
れ
た
話
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

日
本
に
お
け
る
「
狡
猾
な
牧
師
」
の
類
話
に
は
、『
諸
国
百
物
語
』「
丹

波
の
国
さ
い
き
村
に
、
生
き
な
が
ら
鬼
に
な
り
し
人
の
事（
９
）」

が
挙
げ
ら
れ

る
。
漆
を
発
見
し
て
大
分
限
者
と
な
っ
た
者
を
う
ら
や
む
大
悪
性
の
隣
人

が
、
漆
が
と
れ
る
川
の
中
で
馬
面
を
か
ぶ
り
、
赤
熊
を
着
て
待
ち
伏
せ
し

た
と
こ
ろ
、
面
が
外
れ
な
く
な
っ
て
死
ぬ
。
し
か
し
、
男
性
の
顔
か
ら
面

が
と
れ
な
く
な
る
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
話
は
文
芸
作
品
に
お
い
て
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は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
、
延
広
が
挙
げ
る
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
多

く
の
例
話
で
も
、
顔
か
ら
面
が
離
れ
な
く
な
る
の
は
女
性
で
あ
る
。

　

爐
邊
叢
書
『
小
谷
口
碑
集
』
の
「
尾
花
踊
り
と
七
当
の
面
と）

（1
（

」
と
い
う

伝
説
で
は
、「
お
か
る
」
と
い
う
嫁
が
姑
を
面
で
脅
し
て
顔
か
ら
離
れ
な

く
な
る
。
お
か
る
が
付
け
た
面
は
長
野
県
白
馬
村
の
切
久
保
諏
訪
神
社
の

七
道
祭
で
使
用
さ
れ
る
面
で
あ
り
、
そ
の
祭
礼
で
は
神
社
の
氏
子
の
方
々

が
面
を
付
け
て
面
神
の
役
割
を
担
う
が
、
女
性
は
面
を
付
け
な
い
。
拙
稿

「
長
野
県
白
馬
村
切
久
保
諏
訪
神
社
の
「
七
道
の
面
」
の
伝
説
―
三
種
類

の
伝
説
集
を
比
較
し
て）

（（
（

―
」
で
は
、『
小
谷
四
カ
庄
傳
説
集
』『
小
谷
口
碑

集
』『
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿
』
の
三
種
類
の
伝
説
集
に
お
い
て
、
山
に
住

む
姥
神
が
女
性
の
登
山
を
嫌
悪
す
る
、
祭
礼
で
使
う
獅
子
の
面
が
女
性
の

接
近
を
忌
む
な
ど
、女
性
の
禁
忌
と
関
わ
る
伝
説
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

『
小
谷
口
碑
集
』
に
、
切
久
保
の
宮
の
「
太
郎
子
様
」
と
い
う
女
神
の
伝

説
が
あ
る）

（1
（

。
女
性
が
祭
礼
に
お
い
て
面
を
付
け
な
い
の
は
、
女
神
で
あ
る

「
太
郎
子
様
」
の
伝
承
と
関
係
し
、
お
か
る
の
顔
か
ら
面
が
離
れ
な
く
な

る
と
い
う
話
に
は
女
性
が
面
を
付
け
る
こ
と
へ
の
禁
忌
の
意
味
合
い
も
含

ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

　

以
上
の
研
究
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の

話
が
女
性
と
結
び
つ
く
基
底
に
あ
る
も
の
を
、
十
二
山
の
神
に
関
わ
る
伝

承
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
祭
祀
お
よ
び
芸
能
に
お
け
る
女
性
の
禁
忌
と
い

う
観
点
か
ら
考
察
す
る
。
ま
た
お
伽
草
子
『
伊
吹
山
酒
典
童
子
』
に
お
け

る
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
意
味
合
い
と
、「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ

の
伝
説
に
み
ら
れ
る
特
徴
と
の
差
異
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一　
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
と
十
二
社
信
仰

（
１
）
山
の
神
と
女
性

　

先
行
研
究
に
挙
げ
た
柳
田
國
男
「
妹
の
力
」
の
「
よ
め
塚
・
よ
め
ケ
淵
」

の
中
で
、
柳
田
は
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
、『
小
谷
口
碑
集
』

の
「
お
か
る
」
と
い
う
女
性
が
面
を
被
り
姑
を
脅
し
て
、
顔
か
ら
離
れ
な

く
な
り
、隠
れ
た
穴
が
十
二
と
い
う
小
祠
で
あ
る
記
述
に
着
目
し
て
い
る
。

他
に
も
「
十
二
」
に
つ
い
て
は
、『
史
料
と
し
て
の
伝
説
』
の
「
お
た
ま

杓
子）

（1
（

」
で
、『
黄
表
紙
百
種
』「
浮
世
操
九
面
十
面）

（1
（

」
を
例
に
挙
げ
、
十
二

神
楽
で
女
性
が
杓
子
を
も
っ
て
舞
う
こ
と
か
ら
「
十
二
」
が
山
の
神
を
指

す
と
同
時
に
、
女
性
が
「
山
の
神
」
と
よ
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
説
い

た
。

　

十
二
神
楽
と
女
性
に
関
し
て
柳
田
は
、
多
く
の
神
社
仏
閣
に
お
い
て
祭

典
、
法
会
の
晴
の
儀
式
に
杓
子
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
を
法
師
、
修
験
か
ら

も
ら
う
こ
と
か
ら
、「
杓
子
」
に
は
呪
力
が
備
わ
っ
て
お
り
、
杓
子
を
持

つ
こ
と
が
女
房
を
山
の
神
と
よ
ぶ
こ
と
に
通
じ
る
の
だ
と
説
く
。
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柳
田
は
「
水
の
神
の
婚
姻）

（1
（

」
に
お
い
て
、
田
植
は
田
の
神
の
誕
生
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
日
の
神
と
水
の
神
と
の
和
合
が
必
要
で
あ
っ
た
と
述
べ

る
。
女
性
が
水
の
神
と
し
て
「
ヨ
メ
」
の
装
い
を
し
て
清
き
水
の
辺
か
ら

出
現
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
普
通
の
少
女
が
水
の
神
に
扮
す
る
た

め
に
通
常
は
化
粧
を
す
る
が
、
仮
面
も
ま
た
同
じ
趣
旨
と
し
て
使
用
さ
れ

た
と
い
う
。
そ
し
て
「
肉
附
き
の
面
と
は
神
か
わ
れ
か
の
境
が
恍
惚
と
し

て
判
別
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
拙
稿
「「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
変
容）

（1
（

」
で
は
、
柳
田
が
例

に
挙
げ
る
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
話
が
女
性
の
神
聖
さ
を
示
す
内
容

で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
柳
田
は
面
を
用
い
る
女
性
に
対
し
て
神
聖

な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
お
り
、「
ヨ
メ
」
と
い
う
語
も
好
女
・
倩
女
と
い

う
意
味
合
い
を
持
つ
と
解
釈
し
て
い
る
。
女
性
を
「
山
の
神
」
と
よ
ぶ
の

も
、
杓
子
の
呪
力
に
つ
な
が
る
こ
と
と
し
て
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
。

　

一
方
、
金
田
一
京
助
は
「
山
の
神
考）

（1
（

」
の
中
で
、
実
家
の
盛
岡
に
万
歳
が

来
て
行
う「
春
田
打
ち
」と
い
う
芸
能
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
紹
介
す
る
。

　

春
田
打
の
舞
に
は
、
太
夫
は
若
い
美
女
の
面
を
被
っ
て
、
種
を
下
ろ

し
、
田
を
か
え
し
、
苗
を
植
え
、
草
を
取
る
、
最
後
に
稲
刈
り
、
穂
運

び
ま
で
の
所
作
を
、
静
か
に
能
が
か
り
に
舞
っ
て
、
い
よ
い
よ
舞
の
手

の
済
む
瞬
間
、
そ
の
美
し
い
お
面
が
さ
っ
と
下
り
て
、
ど
こ
に
忍
ば
し

て
い
た
か
わ
か
ら
な
い
真
黒
な
大
き
な
醜
い
お
面
に
早
変
り
し
て
終
わ

る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
「
真
黒
な
大
き
な
醜
い
お
面
」
は
山
の
神
の
面
で
あ
り
、

「
山
の
神
様
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
嫉
妬
深
い
、
気
嫌
の
む
つ
か
し
い
、
器
量

の
悪
い
女
」
と
い
う
印
象
が
あ
っ
て
、
尊
称
で
は
な
く
陰
で
呼
ぶ
語
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
堀
田
吉
雄
も
「
山
の
神
の
禁
忌）

（1
（

」
の
中
で
、
柳
田
が
「
水
の
神
の

婚
姻
」
の
よ
う
に
ヨ
メ
と
い
う
語
を
神
聖
視
す
る
こ
と
に
疑
問
を
投
げ
か

け
、「
筆
者
は
嫁
な
ど
も
最
初
入
嫁
し
て
き
た
当
初
は
気
心
が
わ
か
ら
ぬ

の
で
、
忌
む
べ
き
者
と
い
う
こ
と
で
、
ヨ
メ
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と

思
っ
て
い
る
。
好
女
と
解
す
る
に
は
当
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
金
田

一
、
堀
田
は
女
性
を
「
山
の
神
」
と
よ
ぶ
こ
と
が
、
女
性
を
神
聖
視
す
る

こ
と
に
結
び
つ
く
と
は
考
え
て
い
な
い
。

　

柳
田
が
十
二
神
楽
と
の
関
わ
り
で
言
及
す
る
黄
表
紙
「
浮
世
操
九
面
十

面
」
は
実
際
の
芸
能
の
演
技
と
い
う
よ
り
、
商
家
の
主
、
妻
、
番
頭
な
ど

の
登
場
人
物
の
役
割
を
神
楽
の
面
に
例
え
て
表
現
し
た
も
の
で
、
吝
嗇
で

口
や
か
ま
し
い
妻
が
奉
公
人
を
杓
子
片
手
に
叱
り
つ
け
る
場
面
を
「
山
の

神
は
杓
子
を
持
っ
て
騒
ぐ
」
と
表
現
す
る
。
こ
の
例
を
挙
げ
て
、
女
性
と

杓
子
の
呪
力
に
言
及
す
る
柳
田
の
指
摘
に
は
無
理
が
あ
る
。
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堀
田
は
「
山
神
祭
の
芸
能）

（1
（

」
で
山
の
神
の
芸
能
に
関
し
て
、
菅
江
真
澄

『
津
軽
の
つ
と）

11
（

』
の
事
例
を
、「
陸
奥
東
津
軽
郡
平
内
村
小
湊
の
正
月

二
十
日
の
と
こ
ろ
に
、
村
の
女
ど
も
が
酒
を
飲
み
、
男
装
し
て
手
に
手
に

杓
子
を
持
ち
、
笛
と
太
鼓
の
囃
し
に
合
せ
て
杓
子
舞
を
舞
う
」
と
挙
げ
て

い
る
。
こ
れ
は
巫
女
舞
で
は
な
く
、
女
性
が
男
装
し
て
杓
子
を
持
つ
と
い

う
勇
壮
な
舞
で
あ
る
。
ま
た
「
山
の
神
の
芸
能
は
、
管
見
に
入
っ
た
も
の

は
頗
る
僅
少
で
、
未
知
の
も
の
が
多
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
兎

や
角
云
々
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
以
上
紹
介
し
た
も
の
は
男

舞
ば
か
り
で
、
女
舞
が
少
い）

1（
（

」
と
指
摘
す
る
。

　

堀
田
は
山
の
神
は
み
な
女
神
で
あ
る
の
に
、
山
の
神
の
芸
能
に
女
舞
が

少
な
い
こ
と
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
ま
た
杓
子
を
振
り
回
す
か
ら
女
房

を
山
の
神
と
呼
ぶ
の
で
は
な
く
、
山
の
神
に
は
産
育
神
と
し
て
の
神
格
が

備
わ
っ
て
お
り
、女
性
が
子
供
の
産
育
者
だ
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

山
の
神
が
女
性
で
あ
る
と
い
う
伝
承
は
全
国
的
に
多
い
が
、女
性
を「
山

の
神
」
と
よ
ぶ
こ
と
に
は
怖
く
恐
ろ
し
い
と
い
う
意
味
合
い
が
含
ま
れ
、

し
た
が
っ
て
女
性
に
よ
っ
て
捧
げ
ら
れ
る
山
の
神
へ
の
芸
能
も
少
な
い
と

い
う
。

　

新
潟
県
弥
彦
神
社
の
妃
神
を
祀
る
大
大
神
楽
、
面
形
の
行
道
で
あ
る
白

馬
村
切
久
保
諏
訪
神
社
の
七
道
祭
で
も
、
男
性
し
か
面
を
被
っ
て
い
な

か
っ
た
。
そ
の
理
由
を
女
性
と
面
と
の
関
係
か
ら
考
え
る
と
、
神
の
女
性

性
、
男
性
性
と
い
う
問
題
が
み
え
て
く
る
。

（
２
）
女
性
と
祭
礼
お
よ
び
面

　

女
性
が
従
事
す
る
山
の
神
の
舞
は
な
ぜ
少
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

こ
と
を
十
二
社
信
仰
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
始
め
に
そ
の
研
究
史
を
振

り
返
り
、女
性
と
十
二
社
の
関
係
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。堀
田
吉
雄「
産

育
神
と
し
て
の
山
の
神）

11
（

」、
お
よ
び
菊
池
章
太
「
十
二
山
ノ
神
の
信
仰
と

祖
霊
観
（
上）

11
（

）」
で
は
、
山
の
神
が
十
二
社
と
よ
ば
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、

山
の
神
が
女
性
で
あ
り
十
二
人
の
子
供
を
産
む
と
い
う
言
い
伝
え
を
挙
げ

て
い
る
。
岩
手
県
九
戸
郡
山
形
村
の
伝
承
で
は
山
ノ
神
は
「
女
性
で
一
年

に
十
二
人
の
子
を
お
産
み
な
さ
る）

11
（

」、
下
北
半
島
の
イ
タ
コ
の
祭
文
で
は

「
十
二
人
の
お
ん
子
に
名
を
つ
け
玉
へ
や
山
の
神
、
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未

申
酉
戌
亥
と
名
づ
け
玉
ふ
」と
誦
ま
れ
る）

11
（

。ま
た
、『
山
の
神
信
仰
の
研
究
』

の
著
者
で
あ
る
堀
田
は
「
上
越
信
の
三
国
に
ま
た
が
り
十
二
様
と
か
、

十
二
山
の
神
と
か
言
わ
れ
る
神
が
あ
っ
て
、
山
の
神
の
一
種
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
山
の
神
は
気
が
荒
く
て
た
た
り
や
す
い
神
で
あ
る
が
、
十
二
と

い
っ
て
祀
れ
ば
ど
ん
な
時
に
も
山
の
神
の
祟
り
は
な
い
と
も
言
わ
れ
」
る

と
述
べ
て
い
る）

11
（

。

　

菊
池
は
前
掲
論
文
の
中
で
、
山
の
神
の
信
仰
を
最
初
に
研
究
対
象
と
し

て
取
り
上
げ
た
の
は
柳
田
國
男
の
『
後
狩
詞
記
』
で
あ
り
、
そ
の
中
で
柳
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田
は
山
の
民
の
信
仰
か
ら
里
の
民
の
信
仰
へ
と
考
察
の
範
囲
を
広
げ
、
産

育
を
つ
か
さ
ど
る
神
と
し
て
の
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
と
指
摘
す
る
。
次

に
、
柳
田
の
山
の
神
の
研
究
を
継
承
し
た
の
は
堀
田
吉
雄
で
あ
り
、『
山

の
神
信
仰
の
研
究
』
で
は
、
山
の
神
信
仰
の
諸
相
と
「
山
の
神
霊
と
祖
先

の
霊
と
が
融
合
し
て
い
る
点
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

一
章
の
（
１
）「
山
の
神
と
女
性
」
で
は
、
山
の
神
の
研
究
史
か
ら
女

性
が
山
の
神
の
芸
能
に
関
わ
る
例
が
少
な
い
こ
と
に
言
及
し
た
が
、
菊
池

は
前
掲
論
文
に
お
い
て
新
潟
県
山
古
志
村
山
古
志
地
区
の
虫
亀
で
採
集
さ

れ
た
「
山
ノ
神
は
器
量
の
悪
い
女
の
神
さ
ま
で
あ
り
、
女
が
来
る
と
嫉
妬

す
る
か
ら
男
だ
け
で
祀
る
」
と
い
う
伝
承
を
挙
げ
て
、
山
の
神
が
女
性
の

接
近
を
嫌
う
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

山
ノ
神
が
女
性
で
あ
る
と
い
う
伝
承
は
全
国
の
山
村
に
あ
ま
ね
く
見

ら
れ
る
。
し
か
も
た
い
て
い
は
醜
女
と
さ
れ
る
。
女
性
の
神
で
あ
る
な

ら
ば
、
異
性
の
奉
仕
を
喜
ぶ
の
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
。
男
性
の
入
山
の

み
を
許
し
て
女
性
を
遠
ざ
け
た
た
め
に
、
ね
た
み
深
い
女
に
ち
が
い
な

い
と
考
え
ら
れ
た
の
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
山
に
出
か
け
る
途
中
で

女
性
に
会
う
と
獲
物
が
と
れ
な
い
と
か
、
炭
小
屋
に
女
性
が
来
る
と
火

が
消
え
る
と
い
う
話
は
い
ろ
い
ろ
な
場
所
で
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
山

ノ
神
の
祭
り
に
女
性
は
加
わ
れ
な
い
と
い
う
土
地
は
た
い
へ
ん
多
く
、

山
古
志
で
は
今
も
そ
れ
が
守
ら
れ
て
い
る）

11
（

。

　

ま
た
、
加
え
て
菊
池
は
宗
教
史
学
の
観
点
か
ら
、
山
岳
霊
場
と
呼
ば
れ

る
場
所
は
お
し
な
べ
て
女
人
禁
制
で
あ
り
、
そ
こ
は
死
者
の
霊
魂
が
や
す

ら
う
場
所
で
あ
る
か
ら
、
精
進
潔
斎
し
て
登
ら
な
け
れ
ば
祟
り
が
あ
る
と

恐
れ
ら
れ
、
潔
斎
に
あ
た
っ
て
は
女
人
を
遠
ざ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
と
述

べ
て
い
る
。

　

堀
田
も
「
山
の
神
の
禁
忌
」
の
中
で
、
女
性
は
山
の
神
祭
り
に
捧
げ
る

供
物
を
食
べ
な
い
、
祭
祀
に
供
え
る
も
の
を
作
ら
な
い
、
祭
祀
に
は
参
加

し
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
、
山
の
女
神
が
同
性
を
排
斥
し
よ
う
と
す
る
傾
向

が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
堀
田
は
『
山
の
神
信
仰
の
研
究
』
の
中
で
、
林
魁

一
「
美
濃
國
に
於
け
る
山
の
「
こ
」
祭）

11
（

」
の
事
例
を
頻
繁
に
用
い
て
い
る
。

こ
の
中
で
林
は
、
美
濃
の
山
間
部
の
「
山
の
こ
」
と
い
う
山
の
講
で
は
、

男
児
や
青
年
が
山
の
神
を
祭
る
習
慣
が
あ
り
、「
一
般
に
は
山
の
神
を
女

神
と
信
じ
て
」
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
山
の
講
に
お
い
て
、
山
の
神

は
女
性
で
あ
り
、
女
性
は
お
供
え
物
を
作
ら
ず
、
祭
り
に
参
加
し
な
い
と

明
確
に
さ
れ
て
い
る
事
例
を
表
に
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
例
を
通
し
て

堀
田
は
「
産
育
神
と
し
て
の
山
の
神
」
の
章
で
、「
こ
の
十
二
山
の
神
乃

至
は
十
二
山
の
神
と
い
う
の
は
産
育
神
的
性
格
の
濃
厚
な
山
の
神
」
で
あ

る
と
説
く
。
そ
の
論
拠
と
し
て
、
女
で
あ
る
山
の
神
は
容
姿
が
醜
い
た
め
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表
．
林
魁
一
「
美
濃
國
に
於
け
る
山
の
「
こ
」
祭
」
の
事
例
　

No
口
頭
伝
承
採
集
地
域

山
の
神
は
女
性

女
性
の
「
山
の
こ
」
祭
へ
の
不
参
加

山
の
神
と
弁

天
様
の
確
執
祀
る
人

１
郡
上
郡
相
生
村
中
野

男
児
（
山
に
入
ら
な
い
、
木
を
切
ら
な
い
）

２
郡
上
郡
相
生
村
大
字
西
乙
原

〇
供
え
物
の
物
品
は
作
ら
な
い

男
児

3
郡
上
郡
和
良
村

〇

男
児

4
郡
上
郡
東
村

男
児

5
郡
上
郡
嵩
田
村
大
字
半
尾

男
児

6
武
儀
郡
美
濃
町
大
字
安
毛

男
児

7
武
儀
郡
下
牧
村
大
字
長
瀬

男
児

8
武
儀
郡
下
牧
村
浅
野

〇
（
山
の
神
婆
々
）

男
児

9
武
儀
郡
板
取
村
大
字
岩
本

（
山
神
祭
の
日
は
山
に
行
か
な
い
）

10
武
儀
郡
洞
戸
村

11
武
儀
郡
富
野
村

男
児

12
武
儀
郡
坂
の
東
村

〇

〇

男
児

13
武
儀
郡
神
淵
村

14
武
儀
郡
小
金
田
村
小
屋
名

男
児

15
武
儀
郡
中
有
知
村
生
櫛

〇
山
の
神
は
気
の
荒
い
女
性
で
菅
原
道

真
に
大
金
を
借
り
て
返
さ
な
か
っ
た
の

で
、
菅
公
に
住
家
を
燃
や
さ
れ
た

男
児

16
武
儀
郡
洲
原
村
下
河
和

男
児
（
こ
の
日
は
山
に
行
か
な
い
）

17
賀
茂
郡
西
白
川
村
名
倉

18
賀
茂
郡
西
白
川
村
渡
合

〇
杓
子
に
山
神
と
記
す
、
男
根
を
描
く
山
神
の
供
物
は
男
子
が
作
る

男
児

19
賀
茂
郡
蘇
原
村
切
井
小
字
小
丸
山

20
賀
茂
郡
蘇
原
村
大
字
切
井
小
字
塔
の
洞
〇
木
製
の
お
こ
ぜ
を
立
て
る

〇

21
賀
茂
郡
佐
見
村
上
佐
見
字
小
野

22
賀
茂
郡
富
田
村
瀧
田

女
児
が
来
る
と
汚
れ
る
と
称
し
て
男
児
が
追
い
出
す
こ
と
も
あ

る

五
歳
以
上
の
男
児

23
賀
茂
郡
蜂
屋
村
諸
田

×
男
女
共
に
供
え
も
の
を
作
る

男
子

24
賀
茂
郡
三
和
村

男
子
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25
賀
茂
郡
太
田
町
字
下
町

7
、
8
歳
か
ら
14
歳
く
ら
い
ま
で
の
男
子

26
賀
茂
郡
太
田
町
東
中

〇
（
人
妻
を
山
の
神
と
俗
に
い
う
）

2
月
初
寅
は
女
の
山
の
講
（
形
式
的
）、
11
月
の
山
の
講
の
食

べ
物
は
女
児
に
与
え
な
い

11
月
の
山
の
講
は
男
子

27
賀
茂
郡
坂
祝
村
酒
倉
字
雲
埋

男
子

28
賀
茂
郡
富
岡
村
肥
田
瀬

男
子

29
可
児
郡
帷
子
村
中
切

〇

〇

青
年

30
可
児
郡
土
田
村
字
上
町

男
児

31
可
児
郡
上
郷
村
大
字
井
尻

〇

〇

男
子

32
土
岐
郡
曾
木
村
中
洞

大
人
の
女
は
絶
対
に
行
か
な
い
、
ま
た
妊
婦
者
の
あ
る
家
は
行

か
な
い

33
土
岐
郡
稲
津
村

〇
（
男
神
に
捨
て
ら
れ
た
）

34
土
岐
郡
日
吉
村
本
郷

馳
走
は
女
子
も
作
る
こ
と
が
あ
る
が
、
参
詣
は
行
か
な
い

男
子
と
小
児

35
恵
那
郡
串
原
村
釜
井

〇

〇

男
子
（
山
神
祭
の
日
は
山
に
入
ら
な
い
）

36
恵
那
郡
上
村

〇

男
子
（
山
神
祭
の
日
は
山
に
入
ら
な
い
）

37
恵
那
郡
笠
置
村
加
須
里

〇
（
女
子
は
嫌
い
）

〇

大
人
の
男
子

38
恵
那
郡
加
子
母
村

〇

〇

39
稲
葉
郡
各
務
村
字
山
の
前

〇

男
子
、
小
児

40
稲
葉
郡
蘇
原
村
伊
吹

男
児
、
女
子
以
外
の
大
人

41
山
県
郡
春
近
村
世
安

〇
（
恵
比
寿
様
の
奥
様
）

〇

男
児
、
親
方

42
山
県
郡
山
県
村
三
輪

男
児

43
揖
斐
郡
長
瀬
村

〇

44
揖
斐
郡
小
瀬
村
中
村

〇

45
揖
斐
郡
横
蔵
村

〇

男
児

46
本
巣
郡
根
尾
村
高
尾

〇

男
児

47
不
破
郡
宮
代
村

48
不
破
郡
青
墓
村

〇

未
婚
の
娘
の
家
が
山
神
祭
の
宿
を
引
き
受
け
る
、
く
じ
は
青
年

が
代
わ
り
に
引
く

49
海
津
郡
石
津
村
大
字
太
田

×
大
山
積
の
神

若
い
衆
と
称
す
る
青
年
と
子
ど
も
た
ち

50
養
考
郡
時
村
大
字
下
山

？
婦
人
同
様
家
が
な
い

男
子
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に
、
同
性
で
あ
る
女
性
に
対
す
る
嫉
妬
が
激
し
く
、
山
の
木
一
本
も
惜
し

む
ケ
チ
で
あ
る
と
い
う
言
い
伝
え
も
挙
げ
て
い
る
。
山
の
神
の
祭
礼
に
女

性
が
関
わ
ら
な
い
理
由
に
は
、
山
の
神
が
醜
く
、
嫉
妬
深
い
女
神
で
あ
る

と
い
う
性
質
が
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

二
〇
一
九
年
四
月
に
筆
者
は
、秋
山
郷
に
隣
接
す
る
長
野
県
栄
村
極（
に

て
）
野
（
の
）
と
い
う
山
深
い
地
区
を
調
査
で
訪
ね
た
。
栄
村
は
十
二
社

信
仰
と
の
関
わ
り
が
深
い
地
域
で
、
村
全
体
の
氏
神
は
北
野
天
満
宮
で
あ

る
が
、「
信
州
さ
か
え
の
お
宮
と
お
寺）

11
（

」
に
よ
る
と
栄
村
の
集
落
ご
と
の

氏
神
は
二
十
八
社
の
う
ち
十
社
が
「
十
二
社
」
で
あ
り
、
極
野
の
氏
神
も

十
二
社
で
あ
っ
た
。
極
野
で
は
二
月
十
二
日
に
十
二
講
、
ま
た
八
月

二
十
四
、五
日
に
神
楽
を
行
っ
て
十
二
社
を
祀
る
。
八
月
の
神
楽
で
は
獅

子
頭
と
天
狗
の
面
が
用
い
ら
れ
、
演
じ
手
は
男
性
で
あ
る
。『
栄
村
東
部

谷
の
民
俗）

11
（

』
で
は
、「
十
二
大
明
神
と
は
「
十
二
の
神
様
だ
、
も
と
は
山

の
神
だ
」
と
言
う
。
山
の
神
様
は
女
の
こ
わ
い
神
様
で
あ
る
と
言
わ
れ
、

山
に
入
る
時
に
は
手
を
合
わ
せ
て
御
祈
り
を
す
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
以
前
の
十
二
講
で
は
水
で
米
の
粉
を
練
っ
た
カ
ラ
コ
と
い
う
団
子

を
供
え
て
い
た
が
、
作
る
の
は
男
性
で
女
性
は
作
ら
ず
、
持
っ
て
も
い
か

ず
、お
参
り
も
男
性
だ
け
が
行
っ
て
い
た
。現
在
は
女
性
も
カ
ラ
コ
を
作
っ

て
参
詣
も
す
る
と
い
う
。

　

柳
田
が
十
二
社
信
仰
で
着
目
し
た
「
お
か
る
」
の
伝
説
は
白
馬
村
切
久

保
諏
訪
神
社
の
「
七
道
祭
」
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
祭
礼
で
は
神

社
の
氏
子
が
七
枚
の
面
神
を
被
っ
て
行
道
を
行
う
。
二
〇
一
九
年
九
月
に

行
わ
れ
た
七
道
祭
で
は
、
面
を
被
る
方
々
か
ら
女
性
は
面
を
付
け
な
い
と

う
か
が
っ
た
。
面
を
被
る
氏
子
は
世
襲
性
の
た
め
、
子
ど
も
に
男
が
い
な

け
れ
ば
娘
婿
が
そ
の
役
割
を
担
う
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
切
久
保
諏
訪
神

社
の
祭
神
は
建
御
名
方
命
で
あ
る
が
、
切
久
保
諏
訪
神
社
、
お
よ
び
旧
北

城
村
に
は
「
た
ろ
っ
子
の
婆
様
」「
太
郎
子
様
」
と
い
う
民
俗
神
の
女
神

の
伝
承
が
あ
り
、
そ
の
背
景
に
や
は
り
女
神
の
存
在
が
み
え
て
く
る
。『
小

谷
口
碑
集
』
の
「
太
郎
子
様
」
と
い
う
伝
説
で
は
「
太
郎
子
様
」
は
里
人

に
機
を
教
え
て
、
神
社
の
宝
物
の
糸
車
は
「
太
郎
子
様
」
が
使
わ
れ
た
も

の
と
伝
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿
』
に
は
、
山
中
に
住

む
姥
神
が
女
性
の
入
山
を
嫌
う
、
女
性
の
赤
不
浄
を
忌
む
と
い
う
伝
説
が

散
見
さ
れ
る
。
中
で
も
「
姥
池
」
と
い
う
伝
説
で
は
、
若
い
女
が
禁
じ
ら

れ
た
山
に
の
ぼ
り
、
月
経
で
汚
れ
た
腰
巻
を
洗
濯
し
た
の
を
山
姥
が
怒
っ

て
池
の
水
を
血
に
変
え
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う）

1（
（

。

　

山
の
女
神
が
嫉
妬
深
く
、
醜
い
と
い
う
の
は
後
に
付
会
さ
れ
た
話
か
も

し
れ
な
い
が
、
山
の
神
の
性
別
と
豊
穣
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
神
の

男
性
性
、
女
性
性
と
い
う
問
題
は
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
女
性
が
祭
礼
に

参
加
し
な
い
、面
を
付
け
な
い
理
由
に
は
、『
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿
』の「
山
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姥
」
の
話
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
赤
不
浄
と
い
う
ケ
ガ
レ
の
問
題
も
関
わ
っ

て
い
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
で
、
芸
能
の
観
点
か
ら
は
、
女
性
が
面
を
付
け
な
い
理
由
と
し
て

異
な
る
意
見
も
み
ら
れ
る
。
ふ
じ
た
あ
さ
や
は
『
日
本
の
仮
面
』「
女
は

仮
面
が
い
ら
な
か
っ
た）

11
（

」
に
お
い
て
、
男
性
が
女
性
を
表
現
す
る
仮
面
は

多
い
が
、「
日
本
の
芸
能
に
は
女
が
か
ぶ
る
仮
面
は
な
い
」と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
演
じ
手
が
男
性
に
限
定
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
く
、
仮
面
の

機
能
の
問
題
に
あ
る
と
す
る
。
仮
面
は
何
か
に
扮
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

り
、
扮
す
る
の
は
神
か
こ
の
世
な
ら
ぬ
も
の
が
多
い
た
め
、
仮
面
を
し
て

人
の
目
に
見
え
な
い
も
の
の
魂
に
形
を
与
え
る
の
だ
と
い
う
。
仮
面
を
つ

け
て
舞
う
こ
と
で
、魂
が
演
者
に
依
り
つ
く
。そ
れ
は
憑
依
状
態
で
あ
り
、

歴
史
的
に
憑
依
状
態
に
入
り
や
す
い
人
は
巫
女
、つ
ま
り
女
性
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
女
性
の
性
質
と
い
う
観
点
か
ら
女
性
は
面
を
か
ぶ
る
必
要
が

な
か
っ
た
と
示
唆
し
て
い
る
。

　

祭
祀
に
お
け
る
女
性
と
面
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
も
っ
と
多
く
の

事
例
が
必
要
で
あ
り
、
神
事
芸
能
に
お
け
る
一
般
的
な
事
例
が
、「
肉
附

き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
文
芸
作
品
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
有
効
か
と
い
う
問

題
が
残
る
。
し
か
し
、
祭
礼
や
芸
能
に
お
け
る
面
は
、
人
々
が
実
際
に
目

に
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
面
の
事
情
を
視
野
に
い
れ
て
作

品
の
背
景
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
、「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
作
品
へ
の

理
解
は
一
面
的
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
一
章
（
２
）「
女
性

と
祭
礼
お
よ
び
面
」
で
取
り
上
げ
て
き
た
女
性
と
面
に
ま
つ
わ
る
信
仰
に

か
ら
む
事
例
を
踏
ま
え
、
そ
の
延
長
上
に
あ
る
話
に
お
け
る
「
肉
附
き
面
」

モ
チ
ー
フ
を
話
題
に
し
て
、
そ
の
生
成
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二　

山
の
神
の
イ
メ
ー
ジ
と
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ

　

柳
田
國
男
は
「
後
狩
詞
記）

11
（

」
で
「
山
神
祭
文
猟
直
し
の
法
」
に
つ
い
て

取
り
上
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
簡
略
化
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

山
神
の
母
一
神
が
千
二
百
も
の
産
を
し
た
後
、
三
日
の
間
何
も
食
べ
て

い
な
か
っ
た
。
そ
の
時
、
大
摩
の
猟
師
が
狩
を
す
る
の
に
出
会
っ
て
割
子

を
少
し
分
け
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
だ
。
し
か
し
産
の
不
浄
を
理
由
に
断

ら
れ
る
。
次
に
出
会
う
小
摩
の
猟
師
は
、
人
間
で
す
ら
産
を
し
て
す
ぐ
に

食
事
を
と
る
と
い
う
の
に
三
日
間
も
食
事
を
し
て
い
な
い
と
聞
い
て
、
不

憫
に
思
い
割
子
を
奉
る
。
そ
こ
で
、
神
が
小
摩
に
は
獲
物
を
与
え
る
と
い

う
。

　

こ
こ
で
は
、
山
の
神
が
母
に
喩
え
ら
れ
て
、
産
の
穢
れ
を
気
に
せ
ず
山

神
の
母
を
助
け
た
猟
師
に
は
獲
物
が
恵
ま
れ
る
。
山
の
女
神
は
獲
物
を
与

え
る
立
場
に
あ
り
、
狩
猟
に
お
け
る
信
仰
が
明
確
に
表
さ
れ
て
い
る
。

　
『
日
光
狩
詞
記）

11
（

』
は
、
二
荒
山
神
社
の
宮
司
が
日
光
山
の
猟
師
に
伝
わ
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る
伝
承
を
聞
き
書
き
し
た
も
の
で
あ
る
。
女
性
の
穢
れ
を
連
想
す
る
か
ら

梅
干
し
を
持
参
し
て
は
な
ら
な
い
、
妻
が
妊
娠
中
の
者
は
、
猟
の
仲
間
に

加
へ
な
い
、
猟
師
の
妻
や
家
族
に
出
産
が
あ
っ
た
場
合
は
猟
を
忌
む
と
い

う
も
の
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
承
は
穢
れ
を
忌
み
、
狩
猟
の
成
功

を
願
う
猟
師
の
信
仰
と
関
わ
っ
て
い
る
が
、
山
の
女
神
の
出
産
の
話
が
信

仰
に
つ
な
が
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
堀
田
は
「
山
の

神
の
メ
ス
と
オ
ス
」
の
中
で
、
山
の
神
の
出
産
に
伴
う
次
の
よ
う
な
話
を

紹
介
す
る
。

　

上
越
信
の
三
州
は
十
二
神
の
地
帯
だ
が
、
こ
こ
で
も
十
二
人
の
子
を

持
つ
と
い
う
伝
承
が
広
い
。
東
北
の
神
楽
の
江
刺
家
手
と
い
う
の
に
、

山
の
神
は
も
と
男
女
二
柱
で
あ
っ
た
が
、
女
の
方
が
一
度
に
十
二
人
の

子
を
産
ん
だ
の
で
、
男
神
は
恐
れ
て
逃
げ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
逃
げ
た

方
の
男
の
山
の
神
は
テ
ン
マ
様
と
い
う
の
で
爾
来
山
の
神
の
女
は
後
家

暮
し
と
な
り
、
狩
人
の
助
力
を
借
っ
て
産
を
す
ま
さ
れ
た
と
い
う
。
そ

れ
で
狩
人
な
ら
一
日
、
鹿
な
ら
七
頭
、
鳥
な
ら
百
羽
、
海
の
魚
な
ら
網

の
目
だ
け
獲
ら
し
て
下
さ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う）

11
（

。

　

こ
の
話
で
は
、「
後
狩
詞
記
」
と
同
じ
く
山
の
女
神
が
子
を
産
む
が
、

十
二
人
も
の
子
を
産
ん
だ
た
め
に
男
神
に
逃
げ
ら
れ
て
、
後
家
暮
ら
し
に

な
っ
た
と
い
う
部
分
が
加
わ
っ
て
い
る
。「
後
狩
詞
記
」
お
よ
び
『
日
光

狩
詞
記
』
の
伝
承
は
、
山
の
神
に
対
す
る
信
仰
を
明
確
に
し
て
い
る
が
、

子
を
多
く
生
ん
だ
女
神
が
男
神
に
逃
げ
ら
れ
て
後
家
に
な
る
と
い
う
内
容

は
山
の
女
神
を
崇
め
る
話
と
は
い
え
ず
、
信
仰
に
伴
う
伝
承
と
は
言
い
難

い
。

　

堀
田
吉
雄
は
「
山
の
神
の
口
承
文
芸
」
の
中
で
山
の
神
の
小
祠
に
藤
の

木
が
多
く
植
え
て
あ
る
理
由
と
し
て
「
昔
、
山
の
神
は
醜
い
女
で
夫
は
声

の
よ
い
男
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
色
好
み
の
弁
天
様
に
夫
を
寝
取
ら
れ
て

し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
い
か
っ
た
山
の
神
は
藤
の
蔓
を
縄
に
し
て
、
弁
天
が

来
た
ら
ひ
っ
く
く
っ
て
や
ろ
う
と
待
ち
か
ま
え
て
い
る）

11
（

」
と
い
う
話
を
挙

げ
て
い
る
。
林
魁
一
の
前
掲
論
文
で
は
、「
賀
茂
郡
蘇
原
村
大
字
切
井
小

字
塔
の
洞
」
の
言
い
伝
え
と
し
て
「
山
の
神
は
女
神
に
し
て
弁
天
様
と
仲

悪
し
く
、
喧
嘩
を
な
し
て
山
の
神
は
山
に
避
け
、
弁
天
様
は
池
中
に
避
け

て
住
み
た
り
」
と
あ
る
（
表
20
）。
山
の
神
と
弁
天
様
の
確
執
が
口
頭
伝

承
で
語
ら
れ
る
事
例
は
、表
に
お
い
て
五
十
の
地
域
で
七
地
域
に
の
ぼ
る
。

こ
れ
ら
の
口
頭
伝
承
は
、
神
聖
な
女
神
の
話
と
い
う
よ
り
、
人
間
の
女
性

の
姿
が
女
神
に
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
三
角
関
係
に
お
い
て
嫉

妬
す
る
女
性
を
「
山
の
神
」
と
し
て
表
現
す
る
例
は
芸
能
の
世
界
に
も
表

れ
て
い
る
。

　

先
に
も
挙
げ
た
が
、
金
田
一
は
「
山
の
神
」
の
面
は
「
真
黒
な
大
き
な
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醜
い
お
面
」
で
あ
り
、「
郷
里
の
田
舎
の
老
婆
た
ち
に
は
、
今
で
も
、
妻

を
山
の
神
と
い
う
と
、
ア
ハ
ハ
と
笑
っ
て
す
ぐ
に
こ
の
二
つ
の
連
絡
を
つ

け
る
。
そ
れ
ほ
ど
婆
さ
ん
た
ち
に
、
こ
の
語
原
が
今
で
も
明
晰
に
把
持
さ

れ
て
い
る
の
は
、
つ
ま
り
、
そ
う
い
う
山
の
神
の
旧
日
本
の
信
仰
が
な
お

そ
の
意
識
に
生
き
て
い
る
か
ら）

11
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
金
田
一
は
妻
を
「
山

の
神
」
と
よ
ぶ
古
い
例
が
狂
言
に
み
ら
れ
る
と
し
て
、「
狂
言
記
」
巻
五

の
『
花
子）

11
（

』
を
挙
げ
る
。
主
人
が
十
七
日
間
座
禅
を
す
る
と
言
っ
て
妻
を

偽
り
、
花
子
（
遊
女
）
の
と
こ
ろ
へ
行
く
。
そ
の
際
に
、
冠
者
を
自
分
の

身
代
わ
り
に
し
て
座
禅
衾
を
被
ら
せ
て
座
ら
せ
る
が
、
も
し
「
山
の
神
」

が
来
て
も
頭
を
振
っ
て
話
を
す
る
な
と
言
い
つ
け
る
。
し
か
し
妻
は
そ
れ

を
知
っ
て
、
冠
者
の
被
っ
て
い
た
座
禅
衾
を
被
り
、
冠
者
の
代
わ
り
に
主

人
を
待
つ
。
そ
こ
に
事
情
を
知
ら
な
い
主
人
が
帰
っ
て
き
て
花
子
の
形
見

の
小
袖
を
「
山
の
神
」
に
見
せ
る
な
と
の
ろ
け
て
、
妻
が
怒
り
を
露
わ
に

す
る
。

　

文
芸
作
品
で
あ
る
お
伽
草
子
『
磯
崎）

11
（

』
は
正
妻
が
後
妻
を
妬
ん
で
面
を

付
け
て
脅
す
と
い
う
話
で
あ
る
が
、
延
広
が
『
磯
崎
』
の
類
話
に
「
嫉
妬

か
ら
鬼
女
と
な
る
例
」
と
し
て
『
閑
居
友
』
巻
下
の
三）

11
（

、
お
伽
草
子
「
か

な
わ）

1（
（

」、
仮
名
草
子
『
七
人
比
丘
尼）

11
（

』
を
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、「
肉
附
き

面
」
モ
チ
ー
フ
の
話
で
あ
る
と
と
も
に
妬
婦
譚
で
も
あ
る
。『
閑
居
友
』、

「
か
な
わ
」
で
は
男
性
の
不
義
理
に
翻
弄
さ
れ
て
、
心
に
恨
み
を
抱
い
た

女
が
鬼
に
な
り
、
社
会
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
存
在
と
な
っ
て
自
身
の
供
養

を
求
め
る
。『
七
人
比
丘
尼
』
で
も
嫉
妬
す
る
菊
井
殿
御
台
の
背
中
に
鱗

が
で
き
て
髪
の
毛
は
束
に
な
り
、
額
に
角
が
は
え
て
目
が
光
り
、
口
が
裂

け
て
、
身
体
に
苦
し
み
が
生
じ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
女
性
の
心
痛

が
外
見
の
変
貌
で
表
現
さ
れ
る
。

　

し
か
し
『
磯
崎
』
で
は
、
両
者
の
容
姿
の
差
が
対
照
的
に
表
現
さ
れ
る
。

新
し
い
若
い
妻
で
あ
る
「
鎌
倉
よ
り
下
り
た
る
者
」
の
様
子
は
「
年

十
七
八
の
女
房
の
、
翡
翠
の
髪
さ
し
揺
り
乱
し
、
額
の
絶
え
間
よ
り
仄
か

に
見
ゆ
る
眉
墨
厳
し
く
、
紅
の
小
袖
脱
ぎ
か
け
て
、
油
火
ほ
の
ぼ
の
と
立

て
さ
せ
、
草
子
打
ち
見
て
居
な
が
ら
、
空
薫
き
し
て
匂
ひ
、
顔
ば
せ
世
の

常
な
ら
ず
」
と
描
写
さ
れ
て
お
り
、
妙
齢
の
設
定
で
振
る
舞
い
も
姫
君
の

よ
う
に
趣
が
あ
る
。
一
方
、
正
妻
は
「
我
が
影
を
並
ぶ
れ
ば
、
年
半
ば
老

け
過
ぎ
た
る
女
の
、
色
黒
く
髪
赤
く
子
持
ち
が
母
の
恥
づ
か
し
く
」
と
記

さ
れ
る
。
色
の
黒
さ
や
髪
の
赤
さ
だ
け
で
な
く
、
子
持
ち
で
あ
る
こ
と
ま

で
嘆
く
『
磯
崎
』
の
正
妻
は
、
口
頭
伝
承
の
山
の
神
の
姿
と
重
な
り
、
新

妻
と
正
妻
の
描
写
の
対
比
は
、
美
し
い
弁
天
様
と
醜
い
山
の
神
を
彷
彿
と

さ
せ
る
。『
磯
崎
』
の
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
女
性
の
老
若
や
美
醜
を
強

調
し
て
い
る
。

　

延
広
、
南
方
が
例
話
に
挙
げ
る
浮
世
草
子
『
女
大
名
丹
前
能
』
六
之
巻

三
「
老
ぼ
れ
恋
慕
山
姥）

11
（

」
で
は
、
夫
を
亡
く
し
た
老
婆
が
、
子
や
嫁
に
仏
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道
に
生
き
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
、心
に
不
満
を
抱
い
て
暮
ら
し
て
い
る
。

あ
る
時
、
旅
の
男
性
に
一
目
ぼ
れ
し
て
、
色
気
で
誘
う
た
め
に
孫
が
遊
ぶ

「
お
山
」
の
面
を
被
ろ
う
と
し
て
、
間
違
え
て
鬼
の
面
を
被
っ
て
外
れ
な

く
な
る
。
老
婆
は
、
善
を
勧
め
る
嫁
や
子
を
そ
し
り
、
煩
悩
の
た
め
に
恥

の
姿
を
さ
ら
す
こ
と
に
な
る
と
嘆
き
、
箱
根
権
現
に
祈
る
。
周
囲
の
者
も

光
明
真
言
を
読
誦
す
る
と
、
老
婆
に
付
い
た
面
は
外
さ
れ
て
「
心
の
鬼
の

角
も
折
れ
」
た
老
婆
は
煩
悩
か
ら
救
済
さ
れ
る
。
老
婆
で
あ
る
の
に
若
い

女
性
に
扮
し
よ
う
と
し
て
面
を
か
ぶ
る
姿
は
、
滑
稽
さ
を
醸
し
出
す
描
写

と
な
っ
て
い
る
。

　
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
話
に
お
い
て
異
性
に
言
い
寄
る
、
あ
る
い

は
異
性
を
め
ぐ
っ
て
同
性
と
争
う
の
は
な
ぜ
女
性
な
の
か
。
先
に
挙
げ
た

山
の
神
に
関
わ
る
口
承
文
芸
の
中
で
も
、
子
を
た
く
さ
ん
産
む
が
ゆ
え
に

男
神
に
逃
げ
ら
れ
る
、
美
し
い
弁
天
様
と
男
神
を
め
ぐ
っ
て
三
角
関
係
に

な
る
の
も
、
女
性
の
神
格
を
も
つ
神
で
あ
る
。

　

狩
猟
者
に
と
っ
て
山
は
、
恵
み
を
与
え
る
場
所
で
あ
る
と
同
時
に
、
変

わ
り
や
す
い
天
候
に
よ
っ
て
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
場
所
で
も
あ
る
。
そ
こ

か
ら
、
山
の
神
に
厳
し
く
激
し
い
神
格
が
付
与
さ
れ
て
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ

が
長
く
連
れ
添
っ
た
恐
ろ
し
い
妻
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
重
な
り
、「
山
の

神
」
と
い
う
隠
語
が
う
み
だ
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
柳
田
が
十
二
神
楽

と
の
関
わ
り
で
言
及
す
る
黄
表
紙
「
浮
世
操
九
面
十
面
」
の
中
で
も
、
吝

嗇
で
口
や
か
ま
し
い
妻
が
「
山
の
神
」
と
表
現
さ
れ
、
先
に
挙
げ
た
金
田

一
の
「
山
の
神
考
」
で
は
、
こ
の
言
葉
を
聞
く
と
年
配
の
女
性
が
笑
う
と

い
う
例
か
ら
も
、
こ
の
言
葉
が
一
般
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。

　

ま
た
、
山
の
神
が
産
育
神
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
女
性
で
あ

る
と
い
う
言
い
伝
え
が
多
い
こ
と
か
ら
、
子
を
た
く
さ
ん
産
む
と
い
う
点

も
理
解
で
き
る
。し
か
し
、子
を
多
く
持
つ
ゆ
え
に
男
神
に
逃
げ
ら
れ
る
。

美
し
い
弁
天
様
と
男
神
を
め
ぐ
っ
て
三
角
関
係
に
な
る
な
ど
の
話
は
、
山

の
神
の
信
仰
に
お
け
る
伝
承
と
は
言
え
ず
、
人
間
世
界
に
お
け
る
男
女
の

有
り
様
を
反
映
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
『
磯
崎
』
の
正
妻
も
、「
山
の
神
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。『
磯

崎
』
は
、『
閑
居
友
』
巻
下
の
三
、「
か
な
わ
」、『
七
人
比
丘
尼
』
な
ど
の

「
心
の
鬼
」
か
ら
姿
が
変
化
し
て
、
人
が
鬼
に
な
る
話
の
系
譜
に
あ
る
。

『
閑
居
友
』巻
下
の
三
、「
か
な
わ
」で
は
女
性
の
情
念
が
テ
ー
マ
で
あ
り
、

作
品
全
体
の
基
調
は
陰
鬱
で
あ
る
。『
七
人
比
丘
尼
』
の
女
性
た
ち
の
独

白
も
沈
痛
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
『
磯
崎
』
は
、
同
じ
く

「
心
の
鬼
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
描
い
て
い
る
が
、
説
教
部
分
が
長
く
、
喩

え
話
と
し
て
用
い
ら
れ
る
話
で
も
、
と
り
わ
け
狂
歌
は
諧
謔
的
で
あ
り
、

女
性
の
苦
悩
に
は
冷
淡
で
あ
る
。
さ
ら
に
若
く
美
し
い
女
性
と
老
年
に
さ

し
か
か
り
容
姿
の
衰
え
た
女
性
を
比
べ
る
描
写
も
み
ら
れ
、
正
妻
の
嫉
妬
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が
分
不
相
応
と
い
う
印
象
す
ら
与
え
る
。
ま
た
、
作
品
中
に
「
血
盆
経）

11
（

」

が
引
用
さ
れ
る
な
ど
、
女
性
の
嫉
妬
深
さ
や
罪
業
を
天
性
の
も
の
と
す
る

見
方
も
う
か
が
え
る
。

　

山
の
神
の
祭
や
祭
礼
に
多
く
み
ら
れ
る
女
性
の
禁
忌
、
面
を
被
る
芸
能

が
少
な
い
と
い
う
点
に
は
、
女
性
の
身
体
的
な
不
浄
の
問
題
が
関
わ
っ
て

い
る
が
、
そ
こ
に
は
、
女
性
の
心
身
に
は
不
浄
な
一
面
が
あ
る
と
い
う
共

通
認
識
が
垣
間
み
ら
れ
る
。

　

神
楽
や
芸
能
に
お
い
て
女
性
が
面
を
か
ぶ
る
こ
と
が
珍
し
い
と
い
う
意

識
は
、
次
の
よ
う
な
表
現
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。『
磯
崎
』
で
は
、

正
妻
か
ら
道
具
を
貸
し
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
た
猿
楽
が
「
女
房
の
借
物
に

は
似
合
は
ぬ
物
か
な
」
と
思
案
す
る
場
面
が
あ
る
。
こ
れ
と
共
通
す
る
場

面
が
「
天
正
狂
言
本
」
の
「
竹
松）

11
（

」
に
も
あ
る
。
こ
の
曲
で
は
大
名
か
ら

能
の
道
具
を
借
り
に
行
く
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
竹
松
と
い
う
女
性
が
、
借

り
た
衣
装
を
ぬ
す
人
に
盗
ま
れ
る
が
、
隙
を
み
て
取
り
返
す
。
解
説
で
は

「
本
来
こ
の
狂
言
は
神
事
の
能
の
道
具
の
呪
力
に
よ
り
女
で
も
盗
人
に
勝

つ
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
あ
る）

11
（

。
能
や
猿

楽
の
道
具
は
、
本
来
女
性
と
縁
の
薄
い
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
女
性
と
共

に
描
か
れ
る
こ
と
で
、そ
の
呪
力
が
際
立
つ
と
い
う
側
面
が
あ
る
だ
ろ
う
。

『
磯
崎
』
の
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
に
も
、
面
で
人
を
脅
か
す
「
心
の

鬼
」
は
も
と
よ
り
、
女
性
が
面
を
用
い
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
と
い
う

心
意
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

三　

お
伽
草
子
『
伊
吹
山
酒
典
童
子
』
に
み
る
面
の
神
秘

　

先
行
研
究
の
紹
介
で
、『
磯
崎
』
と
共
に
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の

話
と
し
て
赤
木
文
庫
旧
蔵
『
伊
吹
山
酒
典
童
子）

11
（

』
が
話
題
に
上
げ
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
物
語
で
は
、
酒
呑
童
子
が
鬼
に
な
る
契
機
と

し
て
、「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。『
磯
崎
』
を

は
じ
め
と
す
る
女
性
を
主
人
公
に
し
た
文
芸
作
品
で
は
、
罪
業
の
結
果
と

し
て
顔
に
面
が
付
き
、
仏
教
に
よ
る
救
済
を
経
て
面
が
外
さ
れ
る
が
、『
伊

吹
山
酒
典
童
子
』
で
は
面
が
児
の
顔
か
ら
離
れ
ず
に
鬼
に
な
る
。「
肉
附

き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
伝
説
で
は
、
男
女
い
ず
れ
の
主
人
公
と
も
に
面
が
外

れ
ず
鬼
や
異
形
の
者
と
な
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
、「
酒
呑
童
子
」

伝
説
の
一
部
も
含
ま
れ
る
。
山
形
県
白
鷹
町
に
伝
わ
る
「
酒
呑
童
子）

11
（

」
と

長
野
県
下
水
内
郡
栄
村
に
伝
わ
る
「
酒
呑
童
子）

11
（

」
の
二
例
で
は
、
美
男
子

が
女
性
を
避
け
る
た
め
に
面
を
付
け
て
外
れ
な
く
な
り
「
酒
呑
童
子
」
に

な
る
。
こ
の
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
二
例
を
は
じ
め
、
関
東
以
北
を

中
心
に
展
開
す
る
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
に
は
、
酒
呑
童
子
が
鬼
に
な
る
経

緯
を
語
る
特
徴
が
あ
り
、
話
の
内
容
が
恋
愛
と
関
わ
っ
て
い
る
。
ほ
か
に

も
、
女
性
か
ら
も
ら
っ
た
多
く
の
恋
文
に
執
心
が
こ
も
り
、
恋
文
か
ら
立
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ち
上
が
る
煙
や
炎
が
稚
児
の
顔
に
か
か
っ
て
鬼
に
な
る
、
あ
る
い
は
女
性

に
人
気
の
あ
る
者
が
同
性
で
あ
る
男
の
妬
み
を
か
い
、
顔
に
鬼
の
絵
を
描

か
れ
て
鬼
に
な
る
話
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
系
統
の
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
で

は
恋
愛
を
介
し
て
、
人
が
「
心
の
鬼
」
か
ら
視
覚
的
な
鬼
へ
と
変
化
す
る

様
子
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
男
女
の
恋
愛
を
主
題
と
す
る
「
肉
附
き
面
」

モ
チ
ー
フ
の
文
芸
作
品
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
男
女
の
恋
愛
と
関
わ
る
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
で
は
、
鬼
に

な
る
者
の
ほ
と
ん
ど
が
稚
児
で
あ
る
。徳
江
元
正
は
前
掲
論
文
で
、『
磯
崎
』

『
伊
吹
山
酒
典
童
子
』
に
稚
児
が
出
て
く
る
こ
と
を
「
仏
教
説
話
」
の
影

響
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
い
る
。
恋
愛
と
関
わ
る
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
で

は
稚
児
が
女
性
の
恋
愛
感
情
を
無
視
、
あ
る
い
は
拒
絶
す
る
こ
と
か
ら
鬼

に
な
る
。
こ
の
傾
向
に
は
、
僧
侶
が
女
性
に
よ
っ
て
身
を
滅
ぼ
す
「
道
成

寺
説
話
」
の
影
響
も
考
え
ら
れ
、「
酒
呑
童
子
」
伝
説
以
外
の
「
肉
附
き
面
」

モ
チ
ー
フ
の
伝
説
に
も
同
じ
傾
向
が
あ
る
。
南
方
熊
楠
が
挙
げ
る
信
州
白

馬
山
麓
の
「
四
ツ
谷
の
明
神
の
三
つ
の
仮
面
」
の
話）

11
（

で
は
、
懸
想
し
て
追

い
か
け
て
く
る
娘
を
忌
避
す
る
た
め
に
侍
が
社
に
あ
っ
た
鬼
女
の
面
を
付

け
る
と
、
外
れ
な
く
な
っ
て
鬼
と
な
る
。
そ
し
て
、
追
っ
て
き
た
娘
を
殺

し
た
血
が
大
桜
草
を
染
め
た
と
伝
え
て
お
り
、
桜
草
の
由
来
譚
に
な
っ
て

い
る
。
二
章
「
山
の
神
の
イ
メ
ー
ジ
と
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
」
で
述

べ
た
が
、
山
の
神
の
話
に
お
い
て
も
、「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
文
芸

に
お
い
て
も
、
女
性
が
恋
慕
し
て
男
性
を
追
い
か
け
て
、
男
性
が
逃
げ
る

と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
肉
附
き
面
」モ
チ
ー
フ
の
話
で
は
、恋
愛
に
お
け
る「
心

の
鬼
」と
い
う
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、一
方
、『
伊
吹
山
酒
典
童
子
』

の
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
に
は
恋
愛
と
の
関
わ
り
が
み
ら
れ
ず
、「
心

の
鬼
」
と
い
う
問
題
が
話
の
展
開
に
は
な
い
。
こ
の
話
に
お
け
る
「
肉
附

き
面
」
モ
チ
ー
フ
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

徳
江
は
、『
伊
吹
山
酒
典
童
子
』
に
お
け
る
帝
の
新
内
裏
造
営
を
祝
う

風
流
の
鬼
踊
り
と
面
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

や
す
ら
い
祭
り
に
見
る
が
ご
と
く
、
赤
頭
（
シ
ャ
グ
マ
）
を
被
く
も

の
は
多
く
は
羯
皷
を
ぶ
ち
、少
年
の
役
な
の
で
あ
る
。羯
皷
の
古
名
を
、

シ
ッ
テ
ン
と
も
言
っ
た
。
私
は
、
シ
ュ
テ
ン
童
子
と
は
、
羯
皷
ぶ
ち
の

児
の
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
二
ツ
の
御
伽
草

子
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と
は
、
能
面
で
あ
れ
風
流
の
面
（
狂
言
「
清
水
」

で
も
使
わ
れ
る
）
で
あ
れ
、
鬼
の
面
を
著
け
た
ら
、
も
う
ひ
と
で
は
な

く
鬼
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
面
が
持
つ
神
聖
な
る
呪
性
の
一
面
で
あ

ろ
う）

1（
（

。

　

こ
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、『
伊
吹
山
酒
典
童
子
』
に
は
風
流
の
芸
能
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の
描
写
が
あ
る
。
帝
の
新
内
裏
の
造
営
を
祝
う
た
め
、
南
都
、
天
台
に
も

風
流
の
興
行
の
宣
旨
が
あ
り
、
天
台
の
三
千
人
の
衆
徒
た
ち
は
ど
の
よ
う

な
風
流
を
興
行
す
べ
き
か
を
話
し
合
う
。
そ
こ
で
東
大
寺
は
「
唐
人
の
お

ど
り
」、
興
福
寺
は
「
田
植
え
早
乙
女
」
の
お
ど
り
を
行
う
こ
と
に
な
り
、

天
台
で
は
酒
典
童
子
が
「
鬼
お
ど
り
」
を
提
案
し
て
、
三
千
も
の
鬼
の
面

を
一
人
で
打
ち
あ
げ
る
。

　

伊
吹
山
か
ら
遠
く
離
れ
る
が
、
新
潟
県
燕
市
の
国
上
寺
に
も
「
酒
呑
童

子
」
伝
説
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
伝
説
の
中
で
、「
酒
呑
童
子
」
に
な

る
外
道
丸
は
新
潟
県
の
弥
彦
神
社
で
大
大
神
楽
を
演
じ
る
稚
児
で
あ
る

が
、
国
上
寺
の
山
伏
や
稚
児
が
近
世
中
期
ま
で
弥
彦
神
社
の
八
講
を
担
っ

て
い
た
こ
と
は
史
実
で
あ
る
。
こ
の
神
楽
で
は
、
大
人
は
す
べ
て
面
を
付

け
る
が
、
稚
児
舞
を
演
じ
る
子
ど
も
た
ち
は
化
粧
を
す
る
だ
け
で
面
は
付

け
な
い
。
ま
た
同
社
に
は
「
天
犬
舞
」
と
い
う
舞
楽
が
伝
わ
っ
て
お
り
、

「
天
犬
舞
は
頭
に
天
犬
面
、
赤
熊
毛
を
垂
ら
し
、
紅
梅
の
水
干
、
大
口
を

つ
け
、
首
を
天
地
左
右
に
ふ
り
な
が
ら
舞
」
う
と
い
う
も
の
で
、
面
を
顔

に
付
け
ず
に
額
に
戴
く
よ
う
に
す
る）

11
（

。

　

先
述
し
た
、
ふ
じ
た
あ
さ
や
「
女
は
仮
面
が
い
ら
な
か
っ
た
」
で
は
、

日
本
に
は
女
性
が
か
ぶ
る
面
が
な
い
と
い
う
指
摘
の
ほ
か
に
、
子
ど
も
と

面
に
関
し
て
も
「
能
で
子
方
が
出
る
場
合
に
は
、
ど
ん
な
役
で
あ
っ
て
も

直
面
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
次
の
よ
う
な
考
察
を
提
示
し
て
い
る
。

　

子
ど
も
も
ま
た
、憑
依
状
態
に
入
り
や
す
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

子
ど
も
の
場
合
も
、
巫
女
と
同
じ
こ
と
が
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
し
、

成
人
に
比
べ
て
憑
依
の
障
害
が
は
る
か
に
少
な
い
と
も
い
え
る
だ
ろ

う
。「
七
つ
ま
で
は
神
の
う
ち
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
を
指
す
の

だ
ろ
う
。
邪
気
の
な
い
、
い
た
い
け
な
子
ど
も
が
、
突
然
昏
睡
状
態
に

な
り
、あ
ら
ぬ
こ
と
を
口
走
っ
た
り
す
れ
ば
、ま
わ
り
の
大
人
た
ち
が
、

そ
こ
に
神
意
を
見
た
と
し
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
し
て
子
ど
も

も
ま
た
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
仮
面
を
持
た
な
い
の
で
あ
る）

11
（

。

　

仮
面
を
被
ら
な
く
て
も
憑
依
状
態
に
な
れ
る
子
ど
も
は
、
仮
面
を
付
け

る
と
仮
面
で
扮
す
る
も
の
に
変
化
す
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
面
に
は
、
人
の
世
界
に
お
け
る
是
非
の
判
断
で
は
計
り
知
る
こ

と
が
で
き
な
い
呪
力
が
あ
る
と
い
う
観
念
が
見
受
け
ら
れ
る
。『
磯
崎
』

の
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
は
説
教
色
が
濃
厚
で
あ
る
が
、『
伊
吹
山
酒

典
童
子
』
に
お
け
る
面
の
呪
力
は
怪
異
的
と
も
い
え
る
一
面
を
見
せ
て
い

る
。

　
『
伊
吹
山
酒
典
童
子
』
の
話
で
は
、「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
話
の
多

く
が
も
つ
「
心
の
鬼
」
の
テ
ー
マ
を
描
い
て
い
な
い
た
め
、
面
が
離
れ
ず

鬼
に
な
る
「
酒
典
童
子
」
の
憐
れ
さ
が
際
立
つ
。
人
を
鬼
に
す
る
の
は
悪

心
に
限
ら
ず
、
時
に
は
不
運
や
不
条
理
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
マ
が
こ
の
物
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語
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
で
、「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
は
「
心
の
鬼
」

を
可
視
化
す
る
表
現
で
あ
る
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
女
性
の
心
の
鬼
を
表

現
す
る
の
に
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
が
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

そ
の
意
味
合
い
は
「
心
の
鬼
」
を
戒
め
る
方
向
か
ら
、
女
性
の
老
醜
や
心

身
の
罪
業
を
強
調
す
る
方
向
へ
と
変
容
し
て
い
く
。

　

柳
田
國
男
は
『
小
谷
口
碑
集
』
に
お
い
て
、
面
が
外
れ
な
く
な
っ
た
女

性
、
お
か
る
が
岩
窟
に
隠
れ
て
の
ち
に
、
そ
の
穴
が
十
二
小
祠
と
し
て
祀

ら
れ
る
と
い
う
伝
説
と
、
十
二
神
楽
で
女
性
が
杓
子
を
も
ち
、「
山
の
神
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
結
び
つ
け
て
、「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
と
十
二
山

の
神
と
の
関
係
に
神
聖
さ
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
妻
を
「
山
の

神
」
と
よ
ぶ
言
い
方
に
は
、
一
般
的
に
は
嫉
妬
深
く
て
醜
い
と
い
う
山
の

神
へ
の
世
俗
的
な
意
味
合
い
が
こ
め
ら
れ
て
お
り
、
否
定
的
に
使
わ
れ
て

い
る
。

　

民
俗
事
例
や
口
頭
伝
承
に
み
ら
れ
る
十
二
山
の
神
の
嫉
妬
深
く
激
し
い

性
質
は
、
祟
り
神
に
も
比
肩
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
弥
彦
神
社
の
妃
神
の
妻

戸
大
神
に
ち
な
む
民
間
伝
承
で
は
、
弥
彦
大
神
の
妃
は
十
二
人
の
子
を
産

ん
で
、
弥
彦
大
神
に
逃
げ
ら
れ
、
そ
の
怨
念
が
蛇
に
な
っ
た
と
い
う）

11
（

。『
小

谷
口
碑
集
』
に
は
、
蛇
を
殺
し
て
代
々
口
が
変
形
す
る
祟
り
に
あ
っ
た
者

が
、
蛇
の
霊
を
十
二
と
し
て
祀
り
、
難
を
逃
れ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る）

11
（

。

十
二
山
の
神
が
、
こ
の
よ
う
な
激
し
い
神
格
を
持
つ
女
神
で
あ
る
た
め
、

女
性
は
祭
礼
に
関
わ
ら
な
い
と
い
う
事
例
が
多
く
み
ら
れ
る
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
、
宗
教
学
的
な
観
点
か
ら
は
神
事
に
お
け
る
女
性
性

の
問
題
、
男
性
性
の
問
題
が
考
慮
さ
れ
、
ケ
ガ
レ
と
い
う
視
点
か
ら
は
女

性
の
不
浄
と
い
う
問
題
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。こ
う
い
っ
た
事
情
か
ら
、

女
性
に
は
面
と
縁
遠
い
一
面
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
面
に
対
す
る
観
念
が
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
話
は
、
悪
心
を
抱
く
こ
と
は
罪
で
あ
る

と
い
う
倫
理
的
な
考
え
に
加
え
て
、
女
性
が
面
を
付
け
た
り
、
猿
楽
や
能

の
道
具
を
女
性
が
借
り
る
こ
と
へ
の
違
和
感
を
も
っ
て
受
容
さ
れ
て
き
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
は
、「
心
の
鬼
」
の
テ
ー
マ
と
深
く
か
か
わ
っ

て
い
る
。
し
か
し
、「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
「
心
の
鬼
」
を
抱
え
る

者
に
は
女
性
が
多
い
こ
と
、
そ
し
て
『
伊
吹
山
酒
典
童
子
』
の
児
が
面
を

か
ぶ
り
鬼
お
ど
り
を
演
じ
た
こ
と
で
面
が
離
れ
ず
鬼
と
な
る
原
因
を
、
悪

心
の
み
で
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
を
祭
祀
や
芸

能
に
お
け
る
「
面
」
の
扱
い
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
を
試
み
た
。
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と
こ
ろ
で
、
先
行
研
究
に
お
い
て
延
広
は
、
欧
米
や
中
国
で
は
「
狡
猾

な
牧
師
」
と
い
う
話
型
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
そ
れ
と
、
日
本

の
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
話
と
比
較
す
る
と
、
日
本
の
「
肉
附
き
面
」

モ
チ
ー
フ
の
話
の
特
異
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、

日
本
の
祭
礼
や
芸
能
に
お
け
る
面
の
概
念
が
明
確
に
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（１
） 

美
濃
部
重
克
「
室
町
物
語
の
挿
絵
小
考
」（『
南
山
国
文
論
集
』
第
３
集　

一
九
七
八
・
十
二　

南
山
大
学
国
語
学
国
文
学
会
編
）

（
２
） 

沢
井
耐
三
「
お
伽
草
子
『
磯
崎
』
考
―
お
伽
草
子
と
説
教
の
世
界
―
」（『
古
典
の

変
容
と
新
生
』　

一
九
八
四　

明
治
書
院
）

（
３
） 

徳
江
元
正
「
面
の
神
秘　

児
学
生
の
母
と
大
野
木
殿
の
子
」（
解
説
図
録
『
能
面　

大
野
出
目
家
と
そ
の
周
辺
』
一
九
八
九　

六
月
十
日
～
七
月
十
六
日　

大
野
市
歴

史
民
俗
資
料
館
）

（
４
） 

藤
井
貞
和
「
い
そ
ざ
き
」（『
國
文
學　

解
釈
と
鑑
賞
』
46
巻
・
11
号　

一
九
八
一
）

（
５
） 

南
方
熊
楠
「「
磯
崎
」
に
就
て
」（
南
方
熊
楠
著
・
中
瀬
喜
陽
編
『
門
弟
へ
の
手
紙　

上
松
蓊
へ
』
一
九
九
〇　

日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
）

（
６
） 

柳
田
國
男
「
妹
の
力
」（『
定
本　

柳
田
國
男
集
』
第
九
巻　

一
九
七
六　

筑
摩
書

房
）

（
７
） 

延
広
真
治
「
江
戸
文
学
の
多
様
性
―
「
肉
附
き
の
面
」
を
通
し
て
見
る
―
」（『
帝

京
大
学
文
学
部
紀
要
』
日
本
文
化
学
（
41
）　

二
〇
一
〇
・
三
）

（
８
） 

関
敬
吾
『
日
本
昔
話
大
成
』
第
八
巻
「
肉
付
き
面
」（
一
九
七
九　

角
川
書
店
）

（
９
） 

高
田
衛
編
『
江
戸
怪
談
集
』
下
「
丹
波
の
国
さ
い
き
村
に
、
生
き
な
が
ら
鬼
に
な

り
し
人
の
事
」（
一
九
八
九　

岩
波
書
店
）

（
10
） 

小
池
直
太
郎
編
『
小
谷
口
碑
集
』「
尾
花
踊
と
七
当
の
面
と
」（
一
九
二
二　

郷
土

研
究
社
）

（
11
） 

拙
稿
「
長
野
県
白
馬
村
切
久
保
諏
訪
神
社
の
「
七
道
の
面
」
の
伝
説
―
三
種
類
の

伝
説
集
を
比
較
し
て
―
」（『
昔
話
伝
説
研
究
』
三
九
号　

二
〇
二
〇
・
三　

昔
話

伝
説
研
究
会
）

（
12
） 

小
池
直
太
郎
編
『
小
谷
口
碑
集
』「
太
郎
子
様
」（
一
九
二
二　

郷
土
研
究
社
）　

（
13
） 

柳
田
國
男
『
定
本　

柳
田
國
男
集
』
第
四
巻
「
お
た
ま
杓
子
」（
一
九
六
八　

筑

摩
書
房
）

（
14
） 

全
校
作
・
豊
国
画
「
浮
世
操
九
面
十
面
」（『
続
帝
国
文
庫　

校
訂　

黄
表
紙
百
種
』

一
九
〇
一　

博
文
館
）

（
15
） 

注
（
６
）
前
掲
書
に
よ
る
。

（
16
） 

拙
稿
「「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
変
容
」（『
日
本
文
學
論
究
』
第
七
十
九
冊

二
〇
二
〇
・
三　

國
學
院
大
學
國
文
學
會
）

（
17
） 

金
田
一
京
助
「
山
の
神
考
」（
金
田
一
京
助
選
集
Ⅲ
『
国
語
学
論
考
』　

一
九
六
二　

三
省
堂
）

（
18
） 

堀
田
吉
雄
「
山
の
神
の
禁
忌
」（『
山
の
神
信
仰
の
研
究
』
一
九
六
六　

伊
勢
民
俗

学
会
）

（
19
） 

堀
田
吉
雄
「
山
神
祭
の
芸
能
」（『
山
の
神
信
仰
の
研
究
』
一
九
六
六　

伊
勢
民
俗

学
会
）

（
20
） 
菅
江
真
澄
「
追
柯
呂
能
通
度
」（『
菅
江
真
澄
全
集
』
第
三
巻　

一
九
七
二　

未
来

社
）
二
五
五
頁
参
照
、
菅
江
真
澄
が
寛
政
十
年
一
月
、
東
津
軽
郡
平
打
町
の
童
子

部
落
に
赴
い
た
時
の
記
録
で
あ
る
。

（
21
） 

堀
田
氏
、
注
（
19
）
論
文
参
照
。

（
22
） 

堀
田
吉
雄
「
産
育
神
と
し
て
の
山
の
神
」（『
山
の
神
信
仰
の
研
究
』
一
九
六
六　
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伊
勢
民
俗
学
会
）

（
23
） 
菊
池
章
太
「
十
二
山
ノ
神
の
信
仰
と
祖
霊
観
（
上
）」（『
福
祉
社
会
開
発
研
究
』

１　

二
〇
〇
八
・
三　

東
洋
大
学
学
術
情
報
リ
ポ
ジ
ト
リ
）

（
24
） 

倉
田
一
郎
「
氏
神
参
り
の
帰
村
五
三　

山
の
神
」（
柳
田
國
男
編
『
山
村
生
活
の

研
究
』
一
九
九
八　

民
間
伝
承
の
会
）
四
一
四
頁
。

（
25
） 

小
井
川
潤
次
郎
「
い
た
こ
の
伝
承
」（
谷
川
健
一
『
巫
女
の
世
界
』
日
本
民
俗
文

化
資
料
集
成
６　

一
九
八
九　

三
一
書
房
）

（
26
） 

堀
田
氏
、
注
（
22
）
論
文
参
照
。

（
27
） 

菊
池
氏
、
注
（
23
）
論
文
か
ら
引
用
。

（
28
） 

林
魁
一
「
美
濃
國
に
於
け
る
山
の
「
こ
」
祭
」（
折
口
信
夫
編
『
日
本
民
俗
学
の

た
め
に
』
６　

一
九
四
七　

民
間
伝
承
の
会
）

（
29
） 『
信
越
さ
か
え
の
お
宮
と
お
寺
』（
一
九
九
五　

栄
村
教
育
委
員
会
）

（
30
） 

埼
玉
大
学
文
化
人
類
学
研
究
会
『
栄
村
東
部
谷
の
民
俗
―
長
野
県
下
水
内
郡
栄
村

―
志
久
見
・
長
瀬
・
北
野
・
極
野
』（
一
九
九
二
）

（
31
） 『
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿
』
第
二
輯
二
冊
「
姥
池
」（
一
九
三
〇　

郷
土
研
究
社
）、

他
に
も
「
鷹
狩
山
の
別
れ
た
話
」「
葛
温
泉
の
話
」「
大
姥
山
」
に
赤
不
浄
及
び
、

女
性
の
登
山
を
忌
む
話
が
み
ら
れ
る
。

（
32
） 

ふ
じ
た
あ
さ
や
「
女
は
仮
面
が
い
ら
な
か
っ
た
」（『
日
本
の
仮
面　

神
々
の
宴
』

一
九
八
二　

東
海
大
学
出
版
部
）

（
33
） 

柳
田
國
男
『
定
本　

柳
田
國
男
集
』
第
二
十
七
巻
「
後
狩
詞
記
」（
一
九
七
〇　

筑
摩
書
房
）

（
34
） 『
日
光
狩
詞
記
』（
日
光
・
二
荒
山
神
社
資
料
４　

一
九
六
五　

二
荒
山
神
社
文
化

部
編
）

（
35
） 

堀
田
吉
雄
「
山
の
神
の
メ
ス
と
ヲ
ス
」（『
山
の
神
信
仰
の
研
究
』
一
九
六
六　

伊

勢
民
俗
学
会
）
か
ら
引
用
。

（
36
） 

堀
田
吉
雄
「
山
の
神
の
口
承
文
芸
」（『
山
の
神
信
仰
の
研
究
』
一
九
六
六　

伊
勢

民
俗
学
会
）

（
37
） 

金
田
一
氏
、
注
（
17
）
論
文
参
照
。

（
38
） 

幸
田
露
伴　

校
『
狂
言
記
』
上　

巻
の
五
「
六　

花
子
」（
一
九
〇
三　

博
文
館

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）、
近
世
期
に
出
版
さ
れ
た
狂
言
の

台
本
集
、
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
元
禄
十
二
年

（
一
六
九
九
）
版
が
あ
る
。

（
39
） 『
磯
崎
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
63
『
室
町
物
語
草
子
集
』　

二
〇
〇
二
）、
寛

文
七
年
（
一
六
六
七
）
刊
。

（
40
） 

慶
政
著『
閑
居
友
』巻
下
の
三「
う
ら
み
ふ
か
き
女
い
き
な
が
ら
鬼
と
な
る
事
」（
美

濃
部
重
克
校
注
『
中
世
の
文
学
』
一
九
七
四　

三
弥
井
書
店
）、 

承
久
四
年

（
一
二
二
二
）
に
成
立
。

（
41
） 「
か
な
わ
」（『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
３　

一
九
七
五　

角
川
書
店
）　

（
42
） 『
七
人
比
丘
尼
』（『
仮
名
草
子
集
成
』
36
「
七
人
ひ
く
に
ん
」　

二
〇
〇
四　

東
京

堂
出
版
）、寛
永
十
二
年（
一
六
三
五
）刊
、嫉
妬
に
よ
っ
て
姿
が
変
わ
る
の
は「
我
、

本
国
は
、
阿
波
の
国
の
者
」
と
述
べ
る
「
菊
井
殿
御
台
」。

（
43
） 『
女
大
名
丹
前
能
』
六
之
巻
三
「
老
ぼ
れ
恋
慕
山
姥
」（『
西
沢
一
風
全
集
』
２　

二
〇
〇
三　

汲
古
書
院
）、
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
刊
。

（
44
） 

血
盆
経
で
は
、
産
の
血
や
月
水
の
穢
れ
の
た
め
に
女
性
は
血
の
池
地
獄
へ
堕
ち
る

と
説
か
れ
る
。（
資
料
は
、
高
達
奈
緒
美
編
「
仏
説
大
蔵
正
経
血
盆
経
和
解
」
上

巻　

東
洋
大
学
附
属
図
書
館
哲
学
堂
文
庫
蔵　

二
〇
一
四
）

（
45
） 

金
井
清
光
『
天
正
狂
言
本　

全
釈
』「
66
竹
松
」（
一
九
八
九　

風
間
書
店
）、
巻

末
に
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
の
日
付
が
あ
る
と
記
さ
れ
る
。
な
お
「
竹
松
」
に

つ
い
て
は
佐
竹
昭
広
『
下
剋
上
の
文
学
』「
転
落
の
序
章
」（
一
九
六
七　

筑
摩
書

房
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
46
） 

注
（
45
）
前
掲
書
、
五
二
六
頁
の
「
解
説
」
に
よ
る
。

（
47
） 「
伊
吹
山
（
大
江
山
以
前
）
酒
典
童
子
」（『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
２　

一
九
七
四　

角
川
書
店
）、
赤
木
文
庫
旧
蔵
、
小
絵
巻
八
軸
。

（
48
） 
武
田
正
編
『
牛
方
と
山
姥　

海
老
名
ち
ゃ
う
昔
話
集
』「
酒
呑
童
子
」（
一
九
七
〇　
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発
行
者　

海
老
名
正
二
）

（
49
） 

浅
川
欣
一
編
『
信
濃
の
昔
話
』
第
四
集
「
酒
呑
童
子
」（
一
九
八
一　

ス
タ
ジ
オ

ゆ
に
ー
く
） 

（
50
） 

南
方
氏
、
注
（
５
）
論
文
参
照
。 

（
51
） 

徳
江
氏
、
注
（
３
）
論
文
参
照
。

（
52
） 

弥
彦
神
社
社
務
所
「
弥
彦
神
社
の
舞
楽
」

（
53
） 

ふ
じ
た
氏
、
注
（
32
）
論
文
参
照
。

（
54
） 

藤
田
治
雄
「
弥
彦
の
片
目
神
（
３
）」（『
高
志
路
』
二
〇
四
号　

一
九
六
六　

新

潟
民
俗
学
会
）

（
55
） 

小
池
直
太
朗
編
『
小
谷
口
碑
集
』「
十
二
の
杉
」（
一
九
二
二　

郷
土
研
究
社
）


