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一
問
題
の
所
在

（
大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年
一

芥
川
龍
之
介
の
「
藪
の
中
」
は
『
新
潮
』

に
発
表
さ
れ
『
将
軍

に
月
）

（
新
潮
社
、
大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年
三
月
）

、
』

収
録
さ
れ
た
。
先
行
研
究
に
よ
り
「
藪
の
中
」
が
多
く
の
文
学
作
品
の
影

響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
典
拠
の
中
心
は
『
今

（
巻
二
十
九
第
二
十
三
話
「
具
妻
行
丹
波
国
男
大
江
山
被
縛
話
、
巻
二
十

昔
物
語
集
』

」

六
第
十
八
話
「
観
硯
聖
人
在
俗
時
値
盗
人
話
、
巻
二
十
九
第
二
話
「
多
襄
丸

調
伏
丸

」

二
人
盗
人
話
、
巻
二
十
九
第
十
九
話
「
袴
垂
於
関
山
虚
死
殺
人
話
、
巻
二
十
九
第
二
十

」
」

二
話
「
詣
鳥
部
寺
女
値
盗
人
話
、
巻
二
十
九
第
二
十
九
話
「
女
被
捕
乞

棄
子
逃
話
）

」
」

匃

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
藪
の
中
」
は
『
今
昔
物
語
集
』
を

、

題
材
と
し
て
い
て
も
「
原
典
離
れ
〉
と
作
者
の
主
体
性
」
が
は
っ
き

、
〈

( )1

り
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
原
典
離
れ
は
、
物
語
の
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
原

典
の
説
話
体
が
独
立
体
に
変
わ
る
な
ど
作
品
の
形
式
に
お
い
て
も
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
登
場
人
物
の
設
定
も
明
ら
か
に
改
変
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、
女
に
は
「
真
砂
」
と
い
う
固
有
名
詞
が
与
え
ら
れ
、
そ
の

性
格
が
「
男
に
も
劣
ら
ぬ
位
、
勝
気
の
女
」
と
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
ま

、
「

、
、

た
原
典
で
は
犯
さ
れ
る
時
の
女
の
態
度
は
女
ノ
衣
ヲ
解
ケ
バ
女

き
ぬ

と

「
藪

の
中
」
試
論

―
―

真
砂
と
武
弘
の
服
装
を
巡
っ
て

T
R
E
E
R
A
T
S
A
K
U
L
C
H
A
I

S
irip

o
rn

ト
リ

ラ
ッ

サ
ク

ル
チ

ャ
イ

ス
イ
リ
ポ
ー
ン

可
辞
得
キ
様
無
ケ
レ
バ
、
云
フ
ニ
随
テ
衣
ヲ
解
ツ
」
と
い
う
も
の
で
あ

い
な
び
う
べ

や
う

と
き

( )2

っ
た
が
「
藪
の
中
」
の
真
砂
は
小
刀
を
抜
き
無
二
無
三
盗
人
に
斬
り
つ

、

け
る
「
気
性
の
烈
し
い
女
」
に
な
っ
て
い
る
。

芥
川
が
書
き
加
え
た
の
は
登
場
人
物
の
性
格
だ
け
で
は
な
い
。
登
場
人。

物
特
に
真
砂
と
武
弘
の
服
装
に
関
す
る
描
写
も
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る

、

『
今
昔
物
語
集
』
の
巻
二
十
九
第
二
十
三
話
で
は
「
妻
」
の
衣
服
の
描
写

が
極
め
て
少
な
い
の
に
対
し
て
「
藪
の
中
」
の
真
砂
の
衣
服
は
非
常
に

、

詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
ま
た

今
昔
物
語
集
で
は
男
は
太
刀
帯

。
、『

』
「

」
「

た
ち
は
き

タ
ル
」
と
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
「
藪
の
中
」
の
武
弘
は
「
縹
の
水

、

( )3

干
に
、
都
風
の
さ
び
烏
帽
子
」
を
被
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
芥

川
は
真
砂
と
武
弘
の
服
装
を
描
き
加
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
つ
に
は
舞
台
で
あ
る
平
安
末
期
の
時
代
の
雰
囲
気
を
よ
り
詳
細
に
描
く

た
め
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

芥
川
は
古
典
を
素
材
と
し
て
作
品
を
書
く
に
あ
た
っ
て
「
古
人
の
心
や

、

姿
に
今
人
の
そ
れ
と
共
通
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
も
の
」
を
見
出
し
て
い

( )4

る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
服
装
の
問
題
も
又
、
近
代

社
会
を
描
く
と
い
う
目
的
と
関
連
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ

う
に
考
え
た
時
、
ジ
ョ
ン
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
の
衣
装
に
関
す
る
次
の
見
解
は

示
唆
的
で
あ
る
。

衣
装
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
言
葉
で
は
「
ア
イ
デ
ン

、

テ
ィ
テ
ィ
を
安
定
さ
せ
る
」
と
い
う
役
割
を
果
た
す
。
そ
れ
に
衣
装

が
確
約
し
て
く
れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
単
独
で
あ
る
こ
と
も

あ
り
共
有
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ペ
ル
ソ
ナ
は
自
分
本
人
よ
り
非
個



人
的
で
、
と
き
に
は
自
分
と
は
思
え
な
い
こ
と
さ
え
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
わ
た
し
た
ち
は
着
る
も
の
を
選
ぶ
段
に
な
る
と
、
す
で
に
着

る
も
の
を
着
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
か
ら
だ
。
つ
ま
り
両
親
、
出

身
校
、
会
社
、
階
級
、
性
別
、
人
種
、
信
仰
な
ど
を
す
で
に
身
に
つ

（
ジ
ョ
ン
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
『
黒
服
』
研
究
社
出
版
、
一
九
九
七
年
十

け
て
い
る
。

一
月
）

衣
装
に
は
肉
体
を
外
部
か
ら
保
護
す
る
も
の
と
し
て
の
役
割
の
他
に
、

着
る
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
表
徴
す
る
記
号
と
し
て
の
機
能
も
あ

る
「
藪
の
中
」
の
登
場
人
物
の
服
装
も
同
様
に
記
号
と
し
て
の
機
能
を

。

。
「

」
果
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
多
く
の
藪
の
中

の
先
行
論
文
は
多
い
が
、
服
装
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
は
少
な
い
。
そ

こ
で
、
本
論
は
、
真
砂
と
武
弘
の
服
装
を
検
討
し
「
藪
の
中
」
に
お
け

、

る
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

服
装
の
一
般
的
な
意
味
と
し
て
『
広
辞
苑
』
に
は
「
衣
服
お
よ
び
装

、

( )5

身
具
の
総
称
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
、
武
弘
と
真
砂
の
衣
服

と
装
身
具
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
武
弘
と
真
砂
に
注
目
す
る
理
由
は
、
こ

の
二
人
の
登
場
人
物
の
服
装
が
他
の
登
場
人
物
に
比
べ
て
詳
細
に
描
か
れ

て
い
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
「
藪
の
中
」
の
議
論
の
火
つ
け
役
と
な
っ

、

（
あ
る
い

た
中
村
光
夫
は
「
異
常
な
事
件
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
夫
婦
間

、

の
感
情
の
も
つ
れ
」
が
「
藪
の
中
」
の
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ

は
男
女
間
）

る
と
指
摘
し
て
い
る
。
本
論
で
は
真
砂
と
武
弘
の
関
係
を
表
現
す
る
上

( )6

で
、
二
人
の
服
装
が
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
「
藪
の
中
」
に
お
け
る
服
装

「
藪
の
中
」
に
お
い
て
、
真
砂
の
服
装
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る

の
か
、
具
体
的
な
表
現
を
列
挙
し
て
お
く
。

▼
唯
そ
の
側
の
杉
の
根
が
た
に
、
縄
が
一
筋
落
ち
て
居
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、

さ
う
さ
う
、
縄
の
外
に
も
櫛
が
一
つ
ご
ざ
い
ま
し

―

た
。
死
骸
の
ま
は
り
に
あ
つ
た
も
の
は
、
こ
の
二
つ
ぎ
り
で
ご
ざ
い

（
検
非
違
使
に
問
は
れ
た
る
木
樵
り
の
物
語
）

ま
す
。
「

」

▼
女
は
牟
子
を
垂
れ
て
居
り
ま
し
た
か
ら
、
顔
は
わ
た
し
に
は
わ
か

り
ま
せ
ん
。
見
え
た
の
は
唯
萩
重
ね
ら
し
い
、
衣
の
色
ば
か
り
で
ご

（
検
非
違
使
に
問
は
れ
た
る
旅
法
師
の
物
語
）

ざ
い
ま
す
。
「

」

▼
女
は
市
女
笠
を
脱
い
だ
儘
、
わ
た
し
に
手
を
と
ら
れ
な
が
ら
、
藪

の
奥
へ
は
ひ
つ
て
来
ま
し
た
。
所
が
其
処
へ
来
て
見
る
と
、
男
は
杉

の
根
に
縛
ら
れ
て
ゐ
る
、

女
は
そ
れ
を
一
目
見
る
な
り
、
何
時

―

の
ま
に
懐
か
ら
出
し
て
ゐ
た
か
、
き
ら
り
と
小
刀
を
引
き
抜
き
ま
し

（
多
襄
丸
の
白
状
）

た
。
「

」

真
砂
の
服
装
を
ま
と
め
る
と
、
彼
女
は
市
女
笠
を
被
り
「
牟
子
を
垂

、

れ
て
居
り

「
萩
重
ね
」
の
着
物
を
着
、
櫛
と
小
刀
の
装
身
具
を
身
に
付

」
、

け
て
い
る
『
今
昔
物
語
集
』
の
巻
二
十
八
第
一
話
に
市
女
笠
を
被
っ
て

。

い
る
女
が
登
場
す
る
が
「
藪
の
中
」
の
真
砂
の
服
装
は
、
平
安
末
期
の

、

女
性
を
表
現
す
る
た
め
に
『
今
昔
物
語
集
』
の
女
性
の
格
好
を
参
照
し

、



て
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
服
装
は
そ
の

時
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

市
女
笠
を
見
て
み
よ
う
。
市
女
笠
は
「
平
安
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け

て
、
婦
人
が
用
い
た
笠
。
菅
で
凹
字
形
に
編
み
、
漆
を
塗
っ
た
も
の
。

す
げ

も
と
も
と
は
、
市
女
が
用
い
た
が
、
平
安
中
期
以
降
に
は
高
貴
な
女
性
の

外
出
用
と
な
っ
た
」
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

枲
の
垂
れ
衣

（
＝
牟
子
）

( )7

は
平
安
時
代
の
婦
人
が
旅
行
の
と
き
な
ど
に
用
い
た
か
ぶ
り
物
で
あ
る
。

笠
の
周
辺
に
薄
い
布
を
と
じ
つ
け
た
も
の
で
、
顔
を
隠
す
と
と
も
に
風
、

塵
、
害
虫
を
避
け
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
市
女
笠
と

枲
の
垂
れ
衣
は
上

流
階
級
婦
人
の
外
出
時
の
小
物
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
木
樵
り
の
物
語
に
よ

る
と
、
犯
罪
の
現
場
に
は
櫛
が
落
ち
て
い
る
。
そ
の
櫛
は
真
砂
の
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
櫛
は
「
平
安
・
鎌
倉
・
室
町
時
代
で
は
、
貴
族
や
武
家

、

の
調
度
品
」
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
真
砂
の
衣
服
や
小
道
具
か

( )8

ら
、
平
安
末
期
の
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
真
砂
が
一
般
庶
民

と
は
異
な
る
武
家
婦
人
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

身
分
を
表
現
す
る
真
砂
の
衣
服
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
旅
法
師
の
物

語
に
よ
る
と
、
真
砂
は
「
萩
重
ね
」
の
着
物
を
着
て
い
る
「
萩
重
ね
」

。

は
秋
の
重
ね
色
で
あ
る
。
海
老
井
英
次
に
よ
る
と
「
萩
重
ね

表
は
蘇

、

( )9

T
ak
ash

i
K
o
jim

a
芳
、
裏
は
青
い
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

( )10

の
英
語
版
の
「
藪
の
中
」
で
は
「

と
訳
さ
れ

、
」

lilac-co
lo
red

（
薄
紫
色
）

。
、「

」
、

て
い
る

長
崎
盛
輝
に
よ
る
と

萩
に
関
す
る
襲
ね
色
目
に
は
夏
萩

( )11

萩
、
萩
到
青
、
萩
重
ね
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
「
表
は
蘇
芳
、

裏
は
青
い
」
の
襲
ね
色
目
は
萩
到
青
で
あ
る

「
藪
の
中
」
に
は
〈
萩

。
は
ぎ
た
て
あ
お

( )12

重
ね
と
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
か
ら
真
砂
の
襲
ね
色
目
は
表
・
紫
／
裏
・

〉
、

二
藍
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

紫
や
紅
が
貴
ば
れ
た
の
は
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
だ
け
で
は
な
く
、
ゲ

ル
マ
ン
民
族
で
も
地
位
の
高
い
僧
侶
は
白
地
に
紫
の
縞
の
は
い
っ
た

式
服
を
つ
け
た
し
、
中
国
の
ま
ね
を
し
た
日
本
も
、
紫
や
紅
い
色
は

。
、

身
分
の
高
い
も
の
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
た

そ
の
紫
色
に
し
て
も

（
）

略

フ
カ
ム
ラ
サ
キ
を
「
深
紫
」
と
も
「
黒
紫
」
と
も
書
い
て
、
濃
い
色

が
薄
い
色
よ
り
も
上
位
に
お
か
れ
て
い
る
。
植
物
を
煎
じ
だ
し
て
そ

の
汁
に
つ
け
て
染
め
る
方
法
は
、
日
本
に
帰
化
し
た
中
国
人
が
教
え

て
く
れ
た
の
で
、
初
期
の
こ
ろ
は
摺
り
染
め
と
い
っ
て
、
美
し
い
色

（
略
）

の
草
や
花
や
土
を
ぢ
か
に
布
に
す
り
つ
け
て
染
め
た
も
の
だ
。

初
期
の
こ
ろ
は
、
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
紫
草
の
根
で
染
め
を
や
っ
た

も
の
だ
ろ
う
か
、
ハ
ギ
の
花
や
シ
チ
ハ
リ
の
根
を
使
っ
て
摺
り
染
め

す

を
や
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
に
か
く
、
気
品
の
あ
る
濃

紫
色
に
ム
ラ
な
く
染
め
る
技
術
は
た
い
へ
ん
む
つ
か
し
い
も
の
だ
っ

（
村
上
信
彦
『
服
装
の
歴
史

』
理
論
社
、
一
九
五
五

た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

1

年
一
月
）

以
上
の
よ
う
に
、
紫
色
は
「
染
め
る
技
術
」
が
難
し
く
「
地
位
の
高

、

い
」
も
の
に
限
ら
れ
た
色
で
あ
っ
た
。
紫
色
の
服
も
又
、
市
女
笠
や

枲
の

垂
れ
衣
や
櫛
と
同
じ
く
、
真
砂
の
身
分
を
表
現
し
て
い
る
。

一
方
、
武
弘
の
服
装
を
見
て
み
る
と
、
武
弘
の
服
装
は
「
縹
の
水
干
」

を
着
「
都
の
さ
び
烏
帽
子
」
を
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の
よ

、

う
に
、
芥
川
は
『
今
昔
物
語
集
『
宇
治
拾
遺
物
語
『
軍
記
物
語
『
古

』
』

』



事
記
』
な
ど
を
素
材
に
し
て
、
小
説
を
書
い
た
。
こ
れ
ら
の
古
典
の
中

( )13

に
様
々
な
烏
帽
子
が
書
か
れ
て
い
る
が
「
さ
び
烏
帽
子
」
は
見
あ
た
ら

、

な
い
。
管
見
で
は
『
梁
塵
秘
抄
』
の
第
二
巻
に
「
此
の
頃
都
に
流
行

、
、

こ
ご
ろ
み
や
こ

は
や

る
物
、
肩
当
腰
当
止
、
襟
の
竪
つ
型
、
錆
烏
帽
子
、
布
打
の
下
の

も
の

か
た
あ
て
こ
し
あ
て
と
ゞ
め

ゑ
り

た
か
た

さ
び
え
ぼ
し

ぬ
の
う
ち

し
た

」
。『

』
袴
四
幅
指
貫

と
あ
る

梁
塵
秘
抄

(
傍
線
筆
者
以
下
同

三
六
八
首

）（
）

は
か
ま
よ
の
さ
ぬ
き

( )14

は
庶
民
の
生
活
を
描
い
た
平
安
末
期
の
作
品
で
あ
り
、
当
時
都
で
流
行
っ

て
い
た
「
さ
び
烏
帽
子
」
が
描
か
れ
て
い
る
「
藪
の
中
」
で
武
弘
の
死

。

骸
は
「
都
風
の
さ
び
烏
帽
子
を
か
ぶ
つ
た
儘
、
仰
向
け
に
倒
れ
て
居
り
ま

し
た
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
「
都
風
」
は
『
梁
塵
秘
抄
』
の
「
都

。

に
流
行
る
「
錆
烏
帽
子
」
と
重
な
る
も
の
が
あ
る
。
芥
川
は
、
武
弘
の

」

服
装
を
描
く
上
で
『
梁
塵
秘
抄
』
を
参
照
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。 ( )15

ま
た
、
武
弘
は
水
干
を
着
て
い
る
。
水
干
と
は
水
で
洗
っ
て
干
し
た
布

の
意
味
で
あ
り
、
狩
衣
の
一
種
で
あ
る
。
水
干
は
上
流
の
者
も
下
流
の
者

も
着
用
す
る
服
で
あ
り
、
下
層
階
級
者
の
多
襄
丸
も
武
弘
と
同
様
に
水
干

を
着
て
い
る
。
水
干
自
体
は
着
る
者
の
地
位
を
表
わ
し
て
は
い
な
い
が
、

そ
の
色
は
彼
の
地
位
を
表
わ
し
て
い
る
。
平
安
時
代
に
は
服
の
色
が
位
階

。『
』

「
、

に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た

図
説

日
本
服
飾
史

に
は
袍
の
色
は

( )16

十
世
紀
末
か
ら
十
一
世
紀
初
め
頃
に
至
つ
て
紫
が
黒
に
変
わ
つ
て
、
四
位

（
四
位
の
深
緋
の
中
の
紫
が
多
く
て
黒
ず
ん
で
い
た
た
め
で
あ

以
上
が
黒
と
な
り
、

こ
き
あ
け

五
位
も
紫
色
を
増
や
し
て
、
浅
緋
が
蘇
芳
色
に
な
り
、
六
位
が
縹
と

る
）

な
つ
て
、
七
位
以
下
は
な
く
な
っ
て
了
つ
た
」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
縹

の
水
干
を
着
て
い
る
武
弘
は
六
位
の
武
士
だ
と
分
か
る
。
ま
た
『
梁
塵

、

』
、「

、
、

秘
抄

に
は

武
者
の
好
む
物
紺
よ
紅
山
吹
濃
き
蘇
芳

（
）

巻
第
二

む
さ

こ
の

も
の

こ
む

く
れ
な
ゐ
や
ま
ぶ
き
こ

す
わ
う

茜
寄
生
の
摺
、
良
き
弓
胡

簶
馬
鞍
太
刀
腰
刀
鎧

冑
に
、
腋
楯

あ
か
ね
ほ
や

す
り

よ
や
な
ぐ
ひ
む
ま
く
ら
た
ち
こ
し
が
た
な
よ
ろ
ひ
か
ぶ
と

わ
き
た
て

籠
手
具
し
て

と
あ
る
「
若
狭
の
国
府
の
侍
」
で
あ
る
武

」
。

（
四
三
六
首
）

こ
て
ぐ
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弘
は
『
梁
塵
秘
抄
』
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
「
太
刀
も
帯
び

「
鷹

、
、

」
、

の
羽
」
の
「
弓
矢
も
携
え
」
て
い
る
。
し
か
も
「
鷹
の
羽
」
の
矢
は
最

、

も
上
等
の
羽
と
さ
れ
て
お
り
、
武
弘
の
身
分
や
経
済
状
態
を
は
っ
き
り

( )18

表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

衣
服
や
装
飾
品
は
社
会
的
な
身
分
を
表
現
す
る
。
武
弘
と
真
砂
の
服
装

は
彼
ら
の
武
士
の
身
分
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
調
し
、
一
般
の
庶
民

と
の
違
い
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
服
装
は
社
会
的
な
身

分
だ
け
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
。
彼
ら
の
服
装
は
テ
ク
ス
ト
展
開
の

上
で
そ
の
内
包
さ
れ
た
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

三
〈
櫛
〉
を
落
と
し
た
女

若
狭
へ
向
か
っ
て
、
夫
と
旅
を
す
る
真
砂
は
、
他
人
か
ら
顔
を
見
え
づ

ら
く
さ
せ
る
た
め
に
、
市
女
笠
を
つ
け
、
垂
れ
絹
を
身
の
周
り
に
垂
ら
し

て
い
た
。
当
時
、
身
分
の
あ
る
婦
人
が
外
出
す
る
時
は
、
顔
を
隠
す
べ
き

。
、「

」
、

も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
し
か
し

山
科
の
駅
路
の
途
中
で

真
砂
の
牟
子
の
垂
絹
が
風
で
め
く
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
「
ち
ら
り

、

と
、

見
え
た
と
思
ふ
瞬
間
に
は
、
も
う
見
え
な
く
な
つ
」
て
、
多
襄

―

丸
は
「
そ
の
咄
嗟
の
間
に
、
た
と
ひ
男
は
殺
し
て
も
、
女
は
奪
は
う
と
決

心
」
す
る
。
な
ぜ
多
襄
丸
は
真
砂
の
顔
を
見
て
、
彼
女
を
奪
う
決
心
を
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
真
杉
秀
樹
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い

る
。



「
風
の
吹
い
た
拍
子
に
、
牟
子
の
垂
れ
絹
が
上
」
り
「
ち
ら
り
と

、

女
の
顔
が
見
」
え
た
時
か
ら
、
多
襄
丸
の
欲
望
は
始
動
す
る
「
わ

。

た
し
に
は
あ
の
女
の
顔
が
、
女
菩
薩
の
や
う
に
見
え
た
の
で
す
。
わ

た
し
は
そ
の
咄
嗟
の
間
に
た
と
ひ
男
は
殺
し
て
も
、
女
は
奪
は
う
と

決
心
し
ま
し
た
」
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
が
「
衣
服
の
裂
け
目
や
継
ぎ

。

目
」
に
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
現
出
す
る

と
い
っ

（
モ
ー
ド
の
体
系
）

『
』

、
《

》
た
事
情
の
通
り
多
襄
丸
は
そ
こ
に
エ
ロ
ス
と
し
て
の
無
名
の
女

（
真
杉
秀
樹
「
連
合
と
犠
牲
の
ゲ
ー
ム

『
藪
の

を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。

―

中
』

「
文
学
研
究
」
八
三
、
一
九
九
六
年
五
月
）

―
」

多
襄
丸
は
「
ち
ら
り
と
、

見
え
た
と
思
ふ
瞬
間
」
か
ら
、
真
砂
の

―

エ
ロ
ス
に
動
揺
さ
せ
ら
れ
、
真
砂
を
奪
お
う
と
決
心
す
る
。
平
安
時
代
に

お
い
て
は
、
顔
を
隠
す
こ
と
は
、
心
の
内
を
さ
と
ら
れ
な
い
た
め
と
い
っ

た
理
由
が
あ
っ
た
の
で
、
当
時
の
女
性
に
と
っ
て
顔
を
見
ら
れ
る
こ
と
は

「
恥
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
当
時
の
女
性
の
「
顔
」
は
隠
す
べ
き
秘
部

の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
多
襄
丸
か
ら
顔
を
見
た
こ
と
は
、
秘
部
を

見
ら
れ
た
こ
と
に
等
し
い
。
風
に
め
く
ら
れ
て
し
ま
う
衣
は
「
藪
の
中
」

で
の
事
件
へ
の
媒
介
的
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。

ち
ら
り
と
、

見
え
た
と
思
ふ
瞬
間
に
は
、
も
う
見
え
な
く
な
つ

―

た
の
で
す
が
、
一
つ
に
は
そ
の
為
も
あ
つ
た
の
で
せ
う
、
わ
た
し
に

は
あ
の
女
の
顔
が
、
女
菩
薩
の
や
う
に
見
え
た
の
で
す
。
わ
た
し
は

そ
の
咄
嗟
の
間
に
、
た
と
ひ
男
は
殺
し
て
も
、
女
は
奪
は
う
と
決
心

（
多
襄
丸
の
白
状
）

し
ま
し
た
。
「

」

こ
の
よ
う
に
、
多
襄
丸
が
真
砂
の
「
美
し
い
柔
和
な
女
性
」
で
あ
る

( )19

こ
と
を
女
菩
薩
に
例
え
る
こ
と
か
ら
は
、
彼
が
真
砂
に
エ
ロ
ス
を
感
じ
て

い
る
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
う
な
ら
ば
「
女
菩
薩
の
や

、

う
」
な
真
砂
は
、
現
世
の
美
し
さ
と
切
り
離
さ
れ
、
異
次
元
の
空
間
に
い

る
菩
薩
の
よ
う
な
理
想
の
女
性
で
あ
り
、
優
し
い
女
性
な
の
で
あ
る
。
そ

、
、

。
し
て
こ
の
真
砂
の
魅
力
は
衣
服
か
ら
始
ま
り
多
襄
丸
を
混
乱
さ
せ
た

、
、

「
、

彼
女
を
奪
う
た
め
に
多
襄
丸
は
武
弘
を
藪
の
中
の
杉
の
根
が
た
へ

括
り
つ
け
」
た
後
で
、
彼
女
を
藪
の
中
に
連
れ
て
行
く
。

わ
た
し
は
男
を
片
附
け
て
し
ま
ふ
と
、
今
度
は
ま
た
女
の
所
へ
、
男

が
急
病
を
起
し
た
ら
し
い
か
ら
、
見
に
来
て
く
れ
と
云
ひ
に
行
き
ま

し
た
。
こ
れ
も
図
星
に
当
つ
た
の
は
、
申
し
上
げ
る
ま
で
も
あ
り
ま

す
ま
い
。
女
は
市
女
笠
を
脱
い
だ
儘
、
わ
た
し
に
手
を
と
ら
れ
な
が

（
多
襄
丸
の
白
状
）

ら
、
藪
の
奥
へ
は
ひ
つ
て
来
ま
し
た
。
「

」

多
襄
丸
と
藪
の
中
に
入
る
前
に
、
真
砂
は
「
市
女
笠
を
脱
」
ぐ
。
そ
こ

で
、
こ
の
時
か
ら
秘
部
で
あ
る
は
ず
の
真
砂
の
顔
は
は
っ
き
り
見
え
る
よ

う
に
な
る
。
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
は
も
う
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
高
橋
龍
夫

は
こ
の
「
市
女
笠
」
に
つ
い
て
「
市
女
笠
を
被
る
真
砂
は
〈
藪
の
外
〉

、

で
は
、
決
し
て
素
顔
を
見
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た

つ
ま
り
、
市
女

。
（
略
）

笠
は
、
作
品
の
中
で
、
事
件
の
発
端
と
し
て
の
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
お

り
〈
藪
の
外
〉
で
は
、
真
砂
の
存
在
を
象
徴
す
る
も
の
」
と
し
て
機
能

、



し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
真
砂
の
存
在
」
に
つ
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。
、

い
て
高
橋
龍
夫
は
こ
れ
以
上
は
説
明
し
て
い
な
い
先
に
述
べ
た
よ
う
に

市
女
笠
は
身
分
の
あ
る
女
性
が
顔
を
他
人
の
視
線
か
ら
隠
す
た
め
の
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
真
砂
は
夫
が
「
急
病
」
で
あ
る
と
を
聞
く
と
、
馬
を

、「
」

。
、

降
り
て

藪
の
外
で
市
女
笠
を
脱
い
で
し
ま
う
先
に
見
た
よ
う
に

外
出
す
る
と
き
に
顔
を
隠
し
、
市
女
笠
を
被
る
こ
と
は
社
会
の
規
範
で
あ

っ
た
。
真
砂
が
市
女
笠
を
脱
ぎ
そ
の
規
範
を
犯
し
た
こ
と
は
、
夫
を
心
配

す
る
あ
ま
り
自
ら
の
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
放
棄
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
真
砂
は
多
襄
丸
に
「
手
を
と
ら
れ
な
が
ら

「
藪
の
中
」
の

」
、

空
間
に
入
っ
て
い
く
。

―
所
が
其
処
へ
来
て
見
る
と
、
男
は
杉
の
根
に
縛
ら
れ
て
ゐ
る
、

、
、

女
は
そ
れ
を
一
目
見
る
な
り
何
時
の
間
に
懐
か
ら
出
し
て
ゐ
た
か

き
ら
り
と
小
刀
を
引
き
抜
き
ま
し
た
。
わ
た
し
は
ま
だ
今
ま
で
に
、

あ
の
位
気
性
の
烈
し
い
女
は
、
一
人
も
見
た
事
が
あ
り
ま
せ
ん
。
も

し
そ
の
時
で
も
油
断
し
て
ゐ
た
ら
ば
、
一
突
き
に
脾
腹
を
突
か
れ
た

で
せ
う
。
い
や
、
そ
れ
は
身
を
躱
し
た
所
が
、
無
二
無
三
に
斬
り
立

、
。
、

て
ら
れ
る
内
に
は
ど
ん
な
怪
我
も
仕
兼
ね
な
か
つ
た
の
で
す
が

わ
た
し
も
多
襄
丸
で
す
か
ら
、
ど
う
に
か
か
う
に
か
太
刀
も
抜
か
ず

（
多
襄
丸
の
白
状
）

に
、
と
う
と
う
小
刀
を
打
ち
落
し
ま
し
た
。
「

」

「
藪
の
中
」
の
空
間
に
入
っ
た
真
砂
は
「
杉
の
根
が
た
へ
、
括
り
つ
け

、

」
、「

、
ら
れ
た
武
弘
の
姿
を
見
る
と

何
時
の
間
に
懐
か
ら
出
し
て
ゐ
た
か

き
ら
り
と
小
刀
を
引
き
抜
」
く
。
そ
の
真
砂
に
つ
い
て
、
多
襄
丸
は
「
わ

た
し
は
ま
だ
今
ま
で
に
、
あ
の
位
気
性
の
烈
し
い
女
は
、
一
人
も
見
た
事

が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
語
る
「
気
性
の
烈
し
い
」
様
子
と
「
女
菩
薩
の
や

。
。

う
」
な
様
子
か
ら
ク
ラ
リ
ッ
サ
・
ビ
ン
コ
ラ
・
エ
ス
テ
ス
の
言
う
と
こ
ろ

の
本
性
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
そ
の
本

「
」

。
「
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性
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
は
多
襄
丸
に
彼
女
の
魅
力
を
感
じ
さ
せ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
ま
た
、
レ
イ
プ
に
抵
抗
す
る
真
砂
の
姿
も
多
襄
丸
を
誘
惑

す
る
。性
犯
罪
で
は
、
被
害
女
性
が
抵
抗
す
る
姿
が
か
え
っ
て
加
害
者
を
性

的
に
興
奮
さ
せ
、
そ
の
加
害
行
動
を
助
長
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
今

日
、
女
性
を
性
的
に
支
配
し
統
制
す
る
こ
と
が
セ
ク
シ
ャ
ル
で
あ
り

エ
ロ
チ
ッ
ク
と
み
な
す
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
男
性
は
し
ば
し
ば
身

、
、

、
に
つ
け
て
い
る
が
そ
れ
故
レ
イ
ピ
ス
ト
が
抵
抗
を
封
じ
こ
め
て

女
性
を
性
的
に
征
服
し
支
配
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
、
性
的
興
奮
を

（
杉
田
聡
「
レ
イ
プ
の
神
話

覚
え
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

学
新
た
な
『
レ
イ
プ
神
話
』
の
誕
生
「
人
文
社
会
科
学
論
集
」
第
十
巻
第
四

―
」

号
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）

内
面
を
隠
す
市
女
笠
を
脱
い
だ
真
砂
は
、
夫
以
外
の
男
で
あ
る
多
襄
丸

の
前
に
自
分
の
本
性
を
現
し
た
「
無
二
無
三
に
斬
り
立
て
、
多
襄
丸
に

。
」

抵
抗
す
る
こ
と
は
、
多
襄
丸
の
リ
ビ
ド
ー
を
呼
び
覚
ま
す
行
為
と
し
て
読

み
解
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
真
砂
の
服
装
は
彼
女
の
身

分
を
表
わ
す
の
み
で
は
な
く
、
彼
女
の
「
本
性
」
の
二
面
性
を
隠
す
役
割

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。



「
」

、
、

閉
じ
ら
れ
た
藪
の
中
の
空
間
は
外
部
の
空
間
と
切
り
離
さ
れ
た

人
目
に
付
か
な
い
空
間
で
あ
る
。
そ
の
空
間
の
中
で
、
強
姦
の
事
件
が
起

こ
り
、
三
人
の
当
事
者
の
心
理
内
部
が
暴
か
れ
て
い
く
。
事
件
後
、
現
場

で
は
櫛
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
櫛
は
真
砂
の
も
の
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
櫛
は
成
人
式
に
当
た
る
「
髪
上
げ
の
儀
」
で
、
大
人
社

会
へ
の
仲
間
入
り
の
象
徴
と
し
て
少
女
の
髪
に
挿
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
こ
の
儀
式
の
直
後
に
婚
礼
を
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
『
櫛
の
文
化

。

』
、「

、
」

史
に
は

櫛
は
女
性
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
で
い
つ
も
身
に
つ
け

る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
櫛
は
占
有
の
し
る
し
な
の
で
、
櫛
を
女
の
髪
に

さ
す
こ
と
は
そ
の
女
を
妻
と
す
る
こ
と
、
櫛
を
投
げ
棄
て
る
こ
と
は
離
縁

を
意
味
し
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
櫛
は
「
女
性
に
と
っ
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て
大
切
な
も
の
」
で
、
人
の
妻
で
あ
る
こ
と
の
印
で
あ
っ
た
の
だ
。

『
今
昔
物
語
集
』
の
巻
二
十
九
第
二
十
三
話
「
具
妻
行
丹
波
国
男
大
江

山
被
縛
話
」
を
見
る
と
、
妻
は
強
姦
さ
れ
た
後
で
、
真
砂
の
よ
う
に
そ
れ

を
「
恥
」
と
す
る
こ
と
な
く
、
何
ご
と
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
ま
た

旅
に
出
る
。
つ
ま
り
、
前
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、
近
代
に
お
け
る
よ
う

な
貞
操
観
念
は
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
「
藪
の

、
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中
」
で
は
真
砂
の
貞
操
観
が
明
確
に
描
写
さ
れ
て
い
る
「
一
度
も
武
弘

。

、
。
」

、
の
外
に
は
男
を
持
つ
た
事
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

と
語
る
媼
の
発
言
や

人
妻
の
貞
操
を
重
視
す
る
真
砂
の
発
言
は
、
近
代
社
会
の
貞
操
意
識
を
前

提
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
読
売
新
聞
「
身
の
上

相
談
」
の
記
事
を
通
覧
す
れ
ば
、
明
瞭
に
知
ら
れ
る
。
特
に
、
窪
田
空
穂

が
回
答
し
た
二
一
一
事
例
の
中
で
、
女
性
の
「
貞
操
」
に
つ
い
て
の
男

( )24

性
か
ら
の
相
談
が
四
十
八
％
を
占
め
て
い
る
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
次
の
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よ
う
で
あ
る
。

私
は
ま
だ
一
八
歳
の
女
で
す
が
、
或
會
社
員
と
親
し
く
交
わ
つ
て

ゐ
る
う
ち
に
、
心
弱
く
も
、
つ
ひ
取
り
返
し
の
つ
か
ぬ
こ
と
に
な
つ

て
了
ひ
ま
し
た

そ
れ
に
他
か
ら
結
婚
の
申
込
み
が
あ
り
ま
す

。
（
略
）

、
。

が
一
度
け
が
れ
た
此
身
を
ど
う
決
心
し
た
ら
い
い
も
の
で
せ
う
か

（
大
蓮
久
子
「
汚
れ
た
こ
の
身
を
（
読
売
新
聞
」
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
一

」
「

月
十
一
日
）
）

私
の
夫
は
子
供
が
二
人
も
ゐ
た
の
に
、
貞
操
の
こ
と
か
ら
九
年
間

。
。

同
棲
し
て
ゐ
た
妻
を
離
別
し
ま
し
た
其
後
妻
に
来
た
の
が
私
で
す

私
は
當
時
夫
の
心
を
知
ら
な
か
つ
た
も
の
で
す
か
ら
、
自
分
の
過
去

を
隠
し
て
、
継
子
を
見
る

と
こ
ろ
が
此
頃
に
な
つ
て
夫
は
私

（
略
）

な
や
め
る
女
「
結
婚
前
の
秘

の
過
去
を
知
つ
て
大
い
に
怒
り
ま
し
た
（
。

密
（
読
売
新
聞
」
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
十
一
月
十
四
日
）

」
「

）

私
は
今
よ
り
七
年
前
両
親
の
勧
め
に
よ
つ
て
知
ら
ぬ
女
と
結
婚

し
、
結
婚
の
當
差
か
ら
私
は
妻
の
結
婚
前
の
貞
操
に
對
し
て
疑
い
を

マ
マ

挟
み
ま
し
た
が
、
其
疑
い
は
今
年
の
夏
に
な
つ
て
悲
し
く
も
事
実
と

な
り
ま
し
た
。
妻
は
私
と
結
婚
す
る
前
に
他
の
家
へ
嫁
し
た
こ
と
が

あ
り
、
半
年
以
上
も
そ
の
家
に
同
棲
し
て
ゐ
た
と
の
事
で
す
。
私
は

さ
う
い
ふ
女
と
結
婚
し
た
の
か
と
思
ふ
と
、
口
惜
し
く
て
悩
ま
し
く

、
。

て
仕
方
が
な
い
が
さ
り
と
て
離
縁
す
る
程
の
決
心
も
つ
き
ま
せ
ん

妻
も
離
縁
さ
れ
る
位
な
ら
死
ん
で
し
ま
ふ
と
い
つ
て
ゐ
ま
す
。
私
は



茨
城
の
一
人
再
婚
と
は
知
ら
ず
結
婚

読
何
う
し
た
ら
よ
い
で
せ
う
か
。 （

「
」（
「

売
新
聞
」
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
十
月
二
十
四
日
）
）

妻
は
唯
詫
び
る
ば
か
り
許
し
て
頂
け
ね
ば
生
き
て
は
ゐ
ら
れ
な
い
と

云
ひ
ま
す
が
私
と
し
て
は
仮
令
一
度
で
も
身
を
け
が
さ
れ
た
女
と
暮

一
煩
悶
生
此
辱
を
如
何
せ
ん

読
売
新
聞

大
す
気
に
な
れ
ま
せ
ん
。
（

「
」（
「

」（

正
六
（
一
九
一
七
）
年
二
月
十
三
日
）
）

貞
操
を
失
っ
た
女
性
た
ち
は
夫
や
社
会
か
ら
妻
と
し
て
認
め
ら
れ
ず
、

妻
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
喪
失
す
る
。
当
時
の
女
性
た
ち
に
と

っ
て
、
貞
操
は
自
分
自
身
の
妻
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
証
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
「
妻
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ま
も
ら
な

、

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
そ
れ
は
、
当
時
の
女
性
に
と
っ
て
男
性
に
頼
ら
ず

に
生
き
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
夫
へ
の
経
済
的

な
依
存
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。

真
砂
は
、
武
弘
と
結
婚
す
る
前
に
「
一
度
も
武
弘
の
外
に
は
、
男
を
持

つ
た
事
」
が
な
い
と
さ
れ
て
、
彼
女
が
淑
女
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

真
砂
は
自
己
の
貞
操
を
尊
重
す
る
と
い
う
性
道
徳
の
し
っ
か
り
し
た
。
良

妻
と
呼
ぶ
に
足
る
女
性
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
「
藪
の
中
」
で
真

、

砂
は
多
襄
丸
に
強
姦
さ
れ
、
自
分
の
貞
操
を
侵
害
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
良

妻
と
し
て
の
貞
操
を
失
い
、
良
妻
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
喪
失

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
場
に
落
ち
て
い
た
人
の
妻
で
あ
る
こ
と
の

印
で
あ
る
真
砂
の
櫛
は
、
も
う
武
弘
の
所
有
物
で
は
な
い
こ
と
を
象
徴
し

て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

「
あ
な
た
。
も
う
こ
う
な
つ
た
上
は
、
あ
な
た
と
御
一
し
よ
に
は
居

―
ら
れ
ま
せ
ん
わ
た
し
は
一
思
ひ
に
死
ぬ
覚
悟
で
す
し
か
し

。
。

、

し
か
し
あ
な
た
も
お
死
に
な
す
つ
て
下
さ
い
。
あ
な
た
は
わ
た
し
の

恥
を
御
覧
に
な
り
ま
し
た
。
わ
た
し
は
こ
の
儘
あ
な
た
一
人
、
お
残

（
清
水
寺
に
来
れ
る
女
の
懺
悔
）

し
申
す
訳
に
は
参
り
ま
せ
ん
。
」
「

」

手
込
め
に
さ
れ
た
彼
女
は
夫
を
殺
し
自
分
も
死
の
う
と
す
る
。
な
ぜ
、

彼
女
は
死
の
う
と
す
る
の
か
。
松
本
常
彦
は
大
正
当
時
の
女
性
に
と
っ
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て
「
性
的
毀
損
は
毀
損
と
い
う
以
上
に
「
死
」
に
等
し
」
く
「
そ
の
毀

、

損
後
の
生
は
『
生
き
よ
う
と
も
死
の
う
と
も
一
つ
事
」
で
あ
る
と
指
摘

』

し
て
い
る
「
小
刀
を
喉
に
突
き
立
て
た
り
、
山
の
裾
の
池
へ
身
を
投
げ

。

た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
事
も
し
て
見
ま
し
た
が
、
死
に
切
れ
ず
」
真
砂
は
、

「
夫
を
殺
し
た
わ
た
し
は
、
盗
人
の
手
ご
め
に
遇
つ
た
わ
た
し
は
、
一
体

―
―

ど
う
す
れ
ば
好
い
の
で
せ
う
？

一
体
わ
た
し
は

わ
た
し
は

、
、

」
と
語
り
「
自
ら
恥
と
悔
い
を
覚
え
る
ば
か
り
」
と

（
突
然
烈
し
き
歔
欷
）

、

い
う
「
死
」
に
等
し
い
「
生
」
を
生
き
て
い
る
。

「
」

貞
操
を
失
う
こ
と
は
女
性
の
み
の
問
題
で
は
な
い
。
そ
の
貞
操
を
期
待

す
る
男
性
に
も
関
係
し
て
い
る
「
身
の
上
相
談
」
で
夫
た
ち
が
貞
操
を

。

喪
失
し
た
妻
と
離
縁
し
「
大
い
に
怒
」
る
の
は
、
自
分
の
男
性
性
が
他

、

の
男
性
に
挑
ま
れ
た
た
め
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
「
藪
の
中
」
の
武
弘

。

は
妻
の
貞
操
を
奪
わ
れ
た
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
の
か
。



四
〈
刀
〉
を
奪
わ
れ
た
男

先
に
武
弘
の
装
飾
に
つ
い
て
、
烏
帽
子
と
水
干
に
関
し
て
考
察
し
、
そ

、
、

れ
が
彼
の
身
分
と
関
係
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
武
弘
の
装
飾
に
つ
い
て

も
う
一
つ
興
味
深
い
点
は
、
小
道
具
の
太
刀
が
男
性
性
を
象
徴
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
多
襄
丸
の
発
言
を
見
れ
ば
「
殺
す
時
に
、
腰
の
太
刀
を

、

使
」
っ
て
殺
す
こ
と
は
「
権
力
で
殺
す
、
金
で
殺
す

「
お
為
ご
か
し

、
」
、

の
言
葉
だ
け
で
も
殺
す
」
こ
と
よ
り
、
雄
々
し
く
、
男
ら
し
い
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
多
襄
丸
は
「
わ
た
し
の
太
刀
は
二
十
三
合
目
に
、
相

手
の
胸
を
貫
き
ま
し
た
。
二
十
三
合
目
に
、

ど
う
か
そ
れ
を
忘
れ
ず

―

に
下
さ
い
。
わ
た
し
は
今
で
も
こ
の
事
だ
け
は
、
感
心
だ
と
思
つ
て
ゐ
る

の
で
す
。
わ
た
し
と
二
十
合
斬
り
結
ん
だ
も
の
は
、
天
下
に
あ
の
男
一
人

だ
け
で
す
か
ら

」
と
言
う
。
多
襄
丸
が
「
若
狭
の
国
府

。
（
快
活
な
る
微
笑
）

の
侍
」
で
あ
る
武
弘
と
刀
を
「
二
十
三
」
回
斬
り
結
び
「
若
狭
の
国
府

、

の
侍
」
を
刺
し
た
こ
と
を
語
る
こ
と
は
自
分
の
剣
術
の
腕
を
示
し
て
い
る

だ
け
で
は
な
い
。
剣
術
の
腕
は
男
性
の
優
越
性
を
も
表
わ
し
て
い
る
。
さ

ら
に
そ
れ
は
、
刀
を
斬
り
結
ぶ
回
数
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
厳
し
い
戦

い
を
制
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
男
と
し
て
の
自
尊
心
が
見
出
せ
る
。
す
な

わ
ち
、
刀
や
剣
術
は
男
の
自
尊
心
の
象
徴
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

１
５
歳
で
元
服
し
成
年
に
達
し
、
独
立
し
た
行
動
の
自
由
を
許
さ
れ

る
と
、
彼
は
ど
の
よ
う
な
時
に
も
十
分
に
役
に
立
つ
鋭
い
刀
を
持
つ

こ
と
を
誇
り
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
危
険
な
道
具
の
所
有
こ

そ
が
、
彼
に
自
尊
心
や
責
任
感
を
い
だ
か
せ
た
「
刀
は
伊
達
に
は
さ

。

さ
ぬ
」
も
の
で
、
腰
に
お
び
て
い
る
も
の
は
、
精
神
と
心
に
お
び
て

い
る
も
の
、
つ
ま
り
そ
れ
は
忠
義
と
名
誉
の
象
徴
と
な
っ
た
。
大
小

二
本
の
刀
は
、
大
刀
と
小
刀
ま
た
は
、
脇
差
と
呼
ば
れ
、
い
つ
も
身

辺
か
ら
離
す
こ
と
は
な
く
、
家
に
い
る
と
き
は
書
斎
か
客
間
の
も
っ

と
も
目
の
つ
き
や
す
い
場
所
に
置
か
れ
、
夜
に
は
い
つ
で
も
手
の
届

く
枕
辺
に
お
か
え
た
。
刀
は
こ
の
よ
う
に
、
日
常
の
不
断
の
伴
侶
と

し
て
愛
さ
れ
、
愛
称
を
つ
け
ら
れ
て
、
ほ
と
ん
ど
崇
拝
と
言
え
る
ほ

（
『

』
、

）
ど
に
尊
ば
れ
た
。
新
渡
戸
稲
造

武
士
道
丁
未
出
版
社
一
九
〇
八
年
三
月

「
」

「
」

危
険
な
道
具
の
所
有
は
男
性
に
自
尊
心
や
責
任
感
を
い
だ
か
せ

る
と
と
も
に

特
別
な
権
利
も
与
え
る
と
考
え

、
（
支
配
権
や
殺
す
権
利
な
ど
）

ら
れ
る
。
一
般
に
刀
は
男
性
の
権
威
と
権
力
を
象
徴
し
て
い
る
。
作
品
の

冒
頭
で
太
刀
を
帯
び
る
若
狭
の
侍
の
武
弘
は
「
山
科
の
駅
路
」
で
強
盗
の

多
襄
丸
に
出
会
う
。
多
襄
丸
は
「
向
う
の
山
に
は
古
塚
が
あ
る
、
こ
の
古

塚
を
発
い
て
見
た
ら
、
鏡
や
太
刀
が
沢
山
出
た
、
わ
た
し
は
誰
も
知
ら
な

い
よ
う
に
、
山
の
陰
の
藪
の
中
へ
、
そ
う
云
う
物
を
埋
め
て
あ
る
、
も
し

望
み
手
が
あ
る
な
ら
ば
、
ど
れ
で
も
安
い
値
に
売
り
渡
し
た
い
」
と
い
う

話
を
す
る
。
貴
重
な
古
塚
の
太
刀
を
求
め
る
武
弘
は
古
塚
の
太
刀
の
た
め

に
「
女
一
人
を
残
し
た
ま
ま
、
藪
の
中
を
「
一
生
懸
命
に
進
ん
で
行
」

、
」

く
。
平
安
時
代
に
は
「
金
銀
鈿
装
の
太
刀
は
、
前
時
代
か
ら
高
貴
な
も
の

と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
黒
塗
の
太
刀
は
、
こ
の
こ
ろ
身
分
の
低

い
も
の
が
佩
び
て
い
た
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
「
沢
山
」
の
古

( )27

塚
の
太
刀
を
求
め
る
こ
と
は
、
支
配
権
が
あ
る
高
い
身
分
を
求
め
る
こ
と

に
つ
な
が
る
。
し
か
し
、
武
弘
は
古
塚
の
た
く
さ
ん
の
太
刀
を
見
つ
け
る



こ
と
は
で
き
ず
、
自
分
の
佩
い
て
い
る
太
刀
を
多
襄
丸
に
奪
わ
れ
る
と
い

う
結
末
に
終
わ
る
。
刀
を
失
い
「
一
本
の
杉
の
根
が
た
へ
、
括
り
つ
け

、

」
、

。
ら
れ
た
武
弘
は
権
力
・
権
威
を
喪
失
し
た
存
在
と
し
て
読
み
取
れ
る

同
時
に
、
刀
は
「
忠
義
と
名
誉
の
象
徴
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
性
的
な

、

ニ
ュ
ア
ン
ス
も
持
つ
。
細
く
て
長
い
つ
る
ぎ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
フ
ロ
イ
ト

心
理
学
で
は
男
性
性
器
の
象
徴
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
刀
の
喪
失
は

男
性
と
し
て
の
性
的
能
力
の
喪
失
を
意
味
し
て
い
る
。

フ
ァ
ル
ス
と
い
う
言
葉
は
、
単
純
に
「
ペ
ニ
ス
」
と
い
う
意
味
を
持

ち
う
る
が
、
よ
り
一
般
的
に
は
、
ペ
ニ
ス
の
表
象
を
指
す
用
語
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る

フ
ァ
ル
ス
は
、
男
性
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ

。
（
略
）

（
特
に
男
性
が
女
性
に
対
し
て
行
使
し
て
い
る

テ
ィ
、
男
性
の
権
威
と
権
力

、
権
威
と
権
力
全
般
、
個
性
、
あ
ら
ゆ
る
統
一
性
、
神
、
生

も
の
）

そ
の
も
の
、
な
ど
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
き
た
「
フ
ァ
ル
ス
的
シ
ン

。

ボ
ル

と
は
、
ペ
ニ
ス
の
表
象
の
よ
う
に
見
え
る
も

（
」

p
h
allic

sy
m
b
o
l ）

の
で
あ
る
し
、
ま
た

権
力
の

（
た
と
え
ば
高
い
ビ
ル
、
葉
巻
）

（
男
性
の
）

。
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン

を
持
つ
も
の
で
あ
る

（
）

co
n
n
o
tatio

n

（
ジ
ョ
ゼ
フ
・
チ
ル
ダ
ー
ズ
、
ゲ
ー
リ
ー
・
ヘ
ン
ツ
ィ
編
『
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学

現
代
文
学
・
文
化
批
評
用
語
辞
典
』
松
柏
社
、
二
〇
〇
二
年
四
月
）

「
一
本
の
杉
の
根
が
た
へ
、
括
り
つ
け
ら
れ
」
た
後
で
、
多
襄
丸
が
彼

の
妻
を
藪
の
中
に
連
れ
て
き
て
、
彼
の
目
の
前
で
手
込
め
に
す
る
。
真
砂

が
手
込
め
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
彼
女
自
身
を
辱
め
る
の
み
で
は
な
い
。
夫

で
あ
る
武
弘
を
も
辱
め
る
の
で
あ
る
。

「
女
性
は
男
性
の
所
有
物
」
と
い
う
考
え
は
近
代
社
会
に
お
い
て
も
存
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続
し
て
い
た
。
伊
藤
公
雄
は
近
代
の
「
男
性
た
ち
の
〈
男
ら
し
さ
〉
へ
の

こ
だ
わ
り
」
に
は
三
つ
の
欲
望
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
優
越
志
向
・
権
力
志

向
・
所
有
志
向
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

簡
単
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
い
う
優
越
志
向
と
は
、
他
者
に
対
し
て
優

越
し
た
い
と
い
う
欲
求
で
あ
り
、
権
力
志
向
と
は
、
自
分
の
意
志
を

他
者
に
お
し
つ
け
た
い
と
い
う
欲
求
で
あ
り
、
所
有
志
向
と
は
、
で

き
る
だ
け
多
く
の
も
の
を
所
有
し
た
い
、
ま
た
所
有
し
た
も
の
を
自

分
の
モ
ノ
と
し
て
確
保
し
た
い
と
い
う
欲
求
で
あ
る

ま
た
、

。
（
略
）

〈
〉

、
女
を
守
り
リ
ー
ド
す
る
と
い
う
男
ら
し
さ
の
要
請
の
背
後
に
は

（
聞
い
て
も
ら
い
た
い
」
で

女
た
ち
に
自
分
の
意
志
を
お
し
つ
け
た
い
「

と
い
う
欲
求
と
と
も
に
、
女
を
自
分
の
モ
ノ
と
し
て
支

も
い
い
が
）

伊
藤
公
雄
男

配
し
た
い
と
い
う
欲
求
が
混
ん
で
い
る
と
も
言
え
る
。 （

「

の
性
も
ま
た
ひ
と
つ
で
は
な
い
『
日
本
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

別
冊

男
性
学
』
岩

」

波
書
店
、
一
九
九
五
年
十
月
）

藪
の
中
の
空
間
で
、
武
弘
が
多
襄
丸
に
刀
を
奪
わ
れ
「
一
本
の
杉
の
根

、

が
た
へ
、
括
り
つ
け
ら
れ
」
る
と
い
う
こ
と
は
「
優
越
志
向
」
や
「
権
力

、

志
向
」
の
喪
失
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
真
砂
が
手
込
め
に
さ
れ
る
こ
と

で
、
武
弘
は
「
所
有
物
志
向
」
を
も
喪
失
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
真
砂
は
武

弘
の
所
有
物
、
も
っ
と
言
え
ば
性
交
の
た
め
の
道
具
と
い
う
の
所
有
物
と ( )29

見
な
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
あ
る
。
多
襄
丸
は
武
弘
の
社
会
的
権
力
を

奪
う
だ
け
で
は
な
く
、
性
的
権
力
を
も
奪
う
の
で
あ
る
。



武
弘
は
、
男
ら
し
さ
の
象
徴
で
あ
る
太
刀
、
つ
ま
り
男
性
の
社
会
的
な

権
威
性
、
性
的
な
能
力
の
全
て
を
多
襄
丸
に
奪
わ
れ
た
。
男
ら
し
さ
を
全

て
喪
失
し
た
武
弘
は
、
男
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
喪
失
す
る
。

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
喪
失
し
た
状
態
か
ら
逃
げ
る
た
め
に
、
武
弘
は
死

を
選
ぶ
。

お
れ
は
や
っ
と
杉
の
根
か
ら
、
疲
れ
果
て
た
体
を
起
し
た
。
お
れ
の

前
に
は
妻
が
落
し
た
、
小
刀
が
一
つ
光
つ
て
い
る
。
お
れ
は
そ
れ
を

（
巫
女
の
口
を
借
り

手
に
と
る
と
、
一
突
き
に
お
れ
の
胸
へ
刺
し
た
。
「

た
る
死
霊
の
物
語
）
」

武
弘
は
多
襄
丸
に
既
に
太
刀
を
奪
わ
れ
て
い
る
。
現
場
に
残
っ
て
い
る

の
は
真
砂
の
小
刀
だ
け
で
あ
る
。
結
局
、
武
弘
は
自
分
の
太
刀
で
自
殺
で

（
権
威
・
性
的
能
力
）

き
ず
に
、
妻
の
小
刀
で
自
殺
す
る
。
太
刀
が
男
性
性

の
象
徴
で
あ
る
な
ら
ば
、
小
刀
は
武
弘
の
非
男
性
性
や
性
交
不
能
を
象
徴

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
武
弘
は
自
分
の
非
男
性
性
と
と
も
に
死
ん
で
し
ま

う
の
で
あ
る
。

「
藪
の
中
」
で
描
写
さ
れ
た
武
弘
の
姿
は
「
身
を
け
が
さ
れ
た
」
妻
を

、

持
っ
て
い
る
夫
た
ち
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
貞
操
の
問
題
は
女
性
の
み

の
問
題
で
は
な
く
、
当
時
の
男
性
た
ち
の
も
の
で
も
あ
る
。
妻
の
貞
操
に

、
。

つ
い
て
不
安
を
抱
く
こ
と
は
自
ら
の
男
性
性
を
疑
う
こ
と
に
つ
な
が
る

「
中
有
」
の
「
闇
の
中
に
「
苦
し
」
む
武
弘
は
『
身
の
上
相
談
』
で
妻

」
、

の
貞
操
を
「
口
惜
し
く
て
悩
ま
し
く
て
仕
方
が
な
い
」
と
悩
む
夫
た
ち
の

表
象
で
あ
る
。

五
ま
と
め

「
藪
の
中
」
に
お
い
て
服
装
は
、
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
真
砂

と
武
弘
の
服
装
は
、
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
展
開
を
象
徴
し
て
い

る
。
事
件
の
前
に
は
武
弘
と
真
砂
は
社
会
的
・
経
済
的
に
幸
せ
そ
う
な
夫

、
。

婦
と
し
て
当
時
の
習
慣
に
従
っ
た
服
装
で
関
山
の
方
へ
旅
に
出
て
い
る

「
藪
の
中
」
の
事
件
に
よ
っ
て
、
真
砂
と
武
弘
の
服
装
が
変
化
す
る
こ
と

は
、
二
人
の
性
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
喪
失
を
意
味
し
て
い
る
。

「
藪
の
中
」
の
空
間
に
落
ち
て
い
る
櫛
は
、
真
砂
の
妻
と
し
て
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
喪
失
を
象
徴
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
武
弘
も
そ
の
空
間

の
中
で
男
ら
し
さ
を
喪
失
し
て
い
る
。
二
人
に
と
っ
て
、
取
り
か
え
し
の

つ
か
な
い
性
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
喪
失
は
「
死
』
に
等
し
い
」

『

こ
と
で
あ
る
。
真
砂
は
死
の
う
と
思
っ
た
が
、
自
殺
で
き
ず
に
「
市
女

、

笠
を
脱
い
だ
儘
」
で
生
き
て
い
る
。
一
方
、
武
弘
は
「
さ
び
烏
帽
子
を
か

ぶ
つ
た
儘
」
で
自
殺
す
る
。

社
会
に
関
わ
る
人
間
た
ち
は
、
社
会
の
規
範
に
沿
っ
た
様
々
な
役
割
を

演
じ
て
い
る
。
そ
の
役
割
を
放
棄
す
る
と
、
社
会
か
ら
認
め
ら
れ
ず
、
疎

外
さ
れ
る
。
身
分
の
高
い
婦
人
を
象
徴
す
る
「
市
女
笠
」
を
被
る
真
砂
は

良
妻
の
役
割
を
演
じ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
役
割
を
演
じ

る
こ
と
が
で
き
な
い
真
砂
は
「
身
が
け
が
」
さ
れ
、
元
の
身
分
に
戻
れ

、

な
い
。
彼
女
は
社
会
に
疎
外
さ
れ
「
市
女
笠
を
脱
い
だ
儘
」
で
死
を
生

、

き
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
男
性
性
を
象
徴
す
る
「
烏
帽
子
」
を
被
る

武
弘
は
最
後
ま
で
社
会
の
「
男
ら
し
さ
〉
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
か
ら
脱

〈
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出
で
き
ず

さ
び
烏
帽
子
を
か
ぶ
つ
た
儘
で
死
ぬ
こ
の
よ
う
に

藪
、「

」
。

、「

の
中
」
の
真
砂
と
武
弘
の
悲
劇
は
、
大
正
時
代
の
男
女
が
性
に
関
わ
る
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
ゆ
ら
ぎ
の
中
で
苦
し
ん
で
い
る
男
女
の
悲
劇
の
表
象

に
他
な
ら
な
い
。

【
注
記
】

海
老
井
英
次
「
藪
の
中
」

〈
中
有
〉
の
世
界
と
自
己
劇
化
（
芥
川
龍
之
介

「
」
『

―

1論
攷

自
己
覚
醒
か
ら
解
体
へ

』
桜
楓
社
、
一
九
八
八
年
二
月
）

―
―

森
正
人
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

今
昔
物
語
集

五
（
岩
波
書
店
、
一

』

2

37

九
九
六
年
二
月
）

注
に
同
じ
。

3

2

長
野
甞
一
『
芥
川
龍
之
介
と
古
典
』
(
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
四
年
一
月
）

4

『
広
辞
苑
』
(
第
五
版
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
二
月
）

5

中
村
光
夫
「
藪
の
中
』
か
ら
（
す
ば
る
」
一
九
七
〇
年
六
月
）

『
」
「

6

中
田
祝
夫
他
編
『
古
語
大
辞
典
コ
ン
パ
ク
ト
版
（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
一
月
）

』

7

『
平
凡
社
大
百
科
事
典

四
（
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
十
一
月
）

』

8

襲
ね
色
目
は
、
衣
を
重
ね
て
着
る
時
の
配
色
や
、
衣
の
表
と
裏
と
の
配
色
を
い
い
、

9「
重
ね
」
と
も
書
く
。
襲
ね
色
目
は
平
安
時
代
に
服
装
美
と
し
て
注
目
さ
れ
、
貴
族

社
会
な
ど
の
上
流
階
層
の
女
性
の
衣
服
の
セ
ン
ス
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
。
襲
ね
色

目
に
は
季
節
や
年
齢
な
ど
に
よ
り
ル
ー
ル
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
植
物
な
ど
に
由
来
し

た
名
前
が
付
さ
れ
て
い
る
。

海
老
井
英
次
編
「
藪
の
中
（
鑑
賞
日
本
現
代
文
学

芥
川
龍
之
介
』
角
川
書

」
『

10

11

店
、
一
九
八
一
年
七
月
）

R
a
sh
o
m
o
n

a
n
d

o
th
er

R
y
u
n
o
su
k
e,

A
k
u
tag

aw
a

T
ak
ash

i
K
o
jim

a,
tran

s.
.

(
)

11

.
T
o
k
y
o
:
C
.E
.
T
u
ttle,

1
9
8
1
.

sto
ries

b
y
R
yu
n
o
su
ke

A
ku
ta
g
a
w
a

長
崎
盛
輝
『
譜
説
か
さ
ね
の
色
目
配
彩
考

解
説
（
京
都
書
院
、
一
九
八
七
年
十

』

12一
月
）

注
に
同
じ
。

13

4

小
林
芳
則
他
新
日
本
古
典
文
学
大
系

梁
塵
秘
抄

閑
吟
集

狂
言
歌
謡

岩
『

』（

14

56

波
書
店
、
一
九
九
三
年
六
月
）

平
安
末
期
の
服
装
と
と
も
に
『
梁
塵
秘
抄
』
は
当
時
の
庶
民
の
生
活
や
風
俗
な
ど

、

15も
描
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
二
巻
の
三
九
九
首
に
木
樵
り
に
つ
い
て
「
樵
夫
は

、
、

、
恐
ろ
し
や
荒
け
き
姿
に
鎌
を
持
ち
斧
を
提
げ
後
に
柴
木
巻
い
上
る
と
か
や
な

前
に
は
山
守
寄
せ
じ
と
て
杖
を
提
げ
（
一
一
二
ペ
ー
ジ
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。

、
）

木
樵
り
以
外
に
も
、
巫
女
や
、
旅
法
師
な
ど
に
関
す
る
描
写
も
あ
る
。

日
野
西
資
孝
『
図
説

日
本
服
飾
史
（
恒
春
閣
、
一
九
五
三
年
）

』

16

注
に
同
じ
。

17

14

笹
間
良
彦
は
平
安
時
代
の
矢
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
「
古
記
録
に
よ

。

18れ
ば
十
二
束
か
ら
十
八
束
で
二
尺
七
八
寸
八
四
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
か
ら
三
尺
九

、
（

）
（

一
セ
ン
チ
）
ほ
ど
の
長
さ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
羽
は
、
鷲
、
鷹
、
鶴
、
鵠
、
鷺
、

山
鳥
が
用
い
ら
れ
鷹
が
最
も
上
等
と
さ
れ
、
尾
羽
の
位
置
の
羽
に
よ
っ
て
名
称
が
異

な
っ
た

（
笹
間
良
彦
『
図
録

日
本
の
甲
胄
・
武
具
事
典
』
柏
書
房
、
一
九
八
一

。
」

年
一
月
)

注
に
同
じ
。

19

10
高
橋
龍
夫
「
藪
の
中
」
に
お
け
る
「
語
ら
な
い
」
こ
と
へ
の
一
視
点

方
法
と

「
―

20し
て
の
歴
史
的
共
時
性

（
日
本
近
代
文
学
」

、
一
九
九
八
年
十
月
）

―
」
「

59

、「
」
、

ク
ラ
リ
ッ
サ
・
ビ
ン
コ
ラ
・
エ
ス
テ
ス
に
よ
る
と

本
性
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は

21



女
の
も
つ
双
子
の
本
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
一
方
が
ク
ー
ル
な
と
き
に
は
他
方
は
ホ

、

ッ
ト
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
女
に
は
「
社
会
の
表
面
に
住
む

女
と
簡
単
に
は
見
え
な
い
世
界
に
住
む
女
」
の
両
面
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ

の
よ
う
な
女
の
二
面
性
は
魅
力
的
で
あ
り
、
男
を
誘
惑
し
、
リ
ビ
ド
ー
を
引
き
起
こ

。（
『

「
」

』
、

せ
る

狼
と
駈
け
る
女
た
ち

野
生
の
女
元
型
の
神
話
と
物
語
新
潮
社

―

一
九
九
八
年
八
月
）

太
刀
掛
祐
輔
『
櫛
の
文
化
史
（
郁
朋
社
、
二
〇
〇
七
年
十
一
月
）

』

22

ト
ノ
ム
ラ
・
ヒ
ト
ミ
肉
体
と
欲
望
の
経
路
今
昔
物
語
集
に
み
る
女
と
男

ジ
「

『
』

」（
『

23ェ
ン
ダ
ー
の
日
本
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
十
一
月
）

当
時
「
身
の
上
相
談
」
の
回
答
者
は
数
名
が
交
替
し
て
担
当
し
て
い
る
。
歌
人
・

、

24国
文
学
者
で
あ
る
窪
田
空
穂
は
、
読
売
新
聞
婦
人
部
記
者
と
し
て
「
身
の
上
相
談
」

を
担
当
し
た
。

臼
井
和
恵
「
身
の
上
相
談
に
見
る
家
族
関
係
」
(
『
大
正
期
の
家
庭
生
活
』
ク
レ
ス

25出
版
、
二
〇
〇
八
年
八
月
）

松
本
常
彦
「
体
を
売
る
」
姫
君
（
敍
説
」
Ⅱ
―
四
号
、
二
〇
〇
三
年
八
月
）

「
」
「

26

渡
辺
素
丹
『
日
本
服
装
美
術
史
〈
上

（
雄
山
閣
、
一
九
七
三
年
六
月
)

〉
』

27

伊
藤
公
雄
「
男
の
性
も
ま
た
ひ
と
つ
で
は
な
い
（
日
本
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

別
冊

」
『

28男
性
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
十
月
）

「
」（
『

』
、

）
高
橋
博
史
藪
の
中

芥
川
文
学
の
達
成
と
模
索
至
文
堂
一
九
九
七
年
五
月

29

注
に
同
じ
。

30

28

※
本
文
引
用
は
全
て
『
芥
川
龍
之
介
全
集

第
八
巻
』
(
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
六

月
）
に
拠
る
。
な
お
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

（
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
学
府
修
士
課
程
二
年
）


