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「
起
源
」
の
刷
新

―
「
伝
説
」
に
お
け
る
「
別
伝
」
の
創
造
と
享
受 

―

山 

田
　
厳 

子

◆ キーワード　伝説／火と蛇／富士信仰／諏訪信仰／時宗

は
じ
め
に

　

二
〇
〇
五
年
一
〇
月
の『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』七
〇
巻
一
〇
号
は「
創

ら
れ
る
伝
説　

歴
史
意
識
と
説
話
」
の
特
集
を
組
み
、「
伝
説
」
研
究
の
新

し
い
視
角
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
久
野
俊
彦
「
伝
説
と
民
俗　

祭
礼

起
源
伝
説
の
創
生
と
民
俗
の
変
容
」
と
題
す
る
論
攷
が
掲
載
さ
れ
て
い
る（

１
）。

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
山
梨
県
富
士
吉
田
市
上
吉
田
の
火
祭
り
の

起
源
伝
説
で
あ
る
。

　

久
野
稿
で
は
、
諏
訪
明
神
を
基
軸
と
す
る
「
伝
説
」
を
明
治
時
代
の
も

の
と
し
、
浅
間
神
社
と
の
結
び
つ
き
を
語
る
新
た
な
「
伝
説
」
が
大
正
時

代
に
台
頭
し
、「
こ
の
伝
説
が
流
布
し
て
浸
透
す
る
と
、
火
祭
り
が
本
来
は

諏
訪
神
社
の
祭
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
主
張
さ
れ
な
く
な
っ
た
」
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、
伝
説
研
究
に
お
い
て
、
別
伝
の
存
在
を
時
間
の
前
後
関
係

に
置
き
換
え
、
単
線
的
な
盛
衰
を
語
る
の
は
、
研
究
者
の
犯
し
が
ち
な
過

ち
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、浅
間
神
社
と
結
び
つ
く
「
伝
説
」
に
関
し
て
は
、

掲
載
メ
デ
ィ
ア
が
注
意
深
く
示
さ
れ
て
い
る
の
に
、
諏
訪
明
神
を
基
軸
と

す
る「
伝
説
」が
掲
載
さ
れ
た
メ
デ
ィ
ア
に
は
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
ら
が
「
声
」
の
中
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
文
字
の
中
の
も
の
で
あ
っ

た
か
す
ら
充
分
に
は
吟
味
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
「
創
ら
れ
る
伝
説
」

と
い
い
な
が
ら
も
、
歴
史
的
事
実
と
整
合
性
の
あ
る
も
の
や
近
代
の
制
度

に
反
す
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
を
「
本
来
の
も
の
」
と
す
る
発
想
が
埋
め

込
ま
れ
て
お
り
、
矛
盾
す
る
「
伝
説
」
の
「
正
統
性
」
を
研
究
者
自
ら
が

判
断
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
「
伝
説
」
の
存
在
を
紹
介
す
る
も
の
の
、

そ
の
伝
承
の
広
が
り
の
程
度
は
不
問
に
さ
れ
て
い
る
。

　

鈴
木
寛
之
は
、「
伝
説
を
現
在
に
伝
え
て
い
る
人
が
そ
の
地
域
に
た
っ
た

一
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
記
さ
れ
た
時
点
で
最
早
そ
れ
は
共
有
の
『
ム

ラ
の
伝
説
』
で
あ
る
」「
伝
説
が
そ
の
地
域
に
於
い
て
、
質
量
共
に
一
体
ど

の
位
の
程
度
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
か
」
と
、
伝
説
研
究
に
お
け
る
資
料

の
示
し
方
に
疑
問
を
投
げ
掛
け
て
い
る
〔
鈴
木　

一
九
九
一
〕。

　

筆
者
は
一
九
八
一
年
か
ら
九
六
年
ま
で
に
行
っ
た
山
梨
県
富
士
吉
田
市

の
口
承
文
芸
の
調
査
で
は
、「
口
承
」
の
広
が
り
に
留
意
し
て
き
た
。
そ
こ

で
は
、
表
現
の
差
異
や
、
話
の
型
に
目
を
奪
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
話
」
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の
要
素
に
注
目
し
た
。
話
を
構
成
す
る
要
素
は
単
独
で
も
、
ま
た
他
の
も

の
と
結
合
し
て
も
用
い
ら
れ
、
あ
る
時
は
噂
話
と
し
て
、
あ
る
時
は
単
な

る
知
識
と
し
て
、
あ
る
時
は
「
伝
説
」
と
し
て
語
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

認
識
を
持
つ
中
で
、
下
吉
田
に
あ
っ
た
明
治
一
八
年
創
業
の
湯
屋
の
、
失

踪
し
た
女
中
を
め
ぐ
る
噂
話
を
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
さ
さ
や
か
な
噂

話
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
郷
土
意
識
の
高
ま
り
か
ら
「
伝
説
」
と
し

て
遇
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
時
代
が
終
わ
っ
て
も
、

乙
女
湯
の
あ
る
場
所
の
付
近
に
は
、
女
と
水
と
い
っ
た
要
素
の
組
み
合
わ

せ
を
持
つ
複
数
の
話
が
何
度
も
生
成
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
〔
山
田　

一
九
八
九
、二
〇
〇
二
〕。

　

長
野
晃
子
は
こ
の
事
例
を
「
ふ
と
現
れ
、
消
え
る
女
」
と
名
付
け
た
〔
長

野　

一
九
九
〇
〕。
こ
の
場
所
の
言
い
伝
え
は
、
そ
の
場
所
に
水
と
女
が
関

わ
り
、「
ふ
と
現
れ
、
消
え
る
」
と
い
う
型
さ
え
押
さ
え
て
お
け
ば
、
あ
と

は
語
り
手
各
人
の
才
覚
に
ま
か
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た（

２
）。

長
野
は

こ
の
話
柄
が
昔
話
に
も
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
確
か
に
、「
ふ
と
現

れ
、
消
え
る
女
」
は
、
使
い
古
さ
れ
た
話
柄
と
い
え
る
。

　
「
伝
説
」
の
語
り
手
に
は
、さ
ま
ざ
ま
な
「
物
語
」
や
「
歴
史
的
な
知
識
」

の
素
養
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
土
地
の
言
い
伝
え
の
他
に
、
民
間
宗
教
者

の
託
宣
、
講
談
や
浪
曲
、
郷
土
誌
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
な
ど
か
ら
養
わ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、ど
の
よ
う
な
「
場
」
で
ど
の
よ
う
な
「
物
語
」
や
「
知

識
」
を
引
用
す
れ
ば
聴
き
手
か
ら
同
意
が
得
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の

話
が
土
地
に
根
付
く
の
は
な
ぜ
か
、
と
問
い
か
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ

の
土
地
で
、
人
々
が
共
有
し
て
い
る
基
盤
の
問
題
に
突
き
当
た
る
で
あ
ろ

う
。
先
の
事
例
で
は
、
湧
き
水
の
多
い
土
地
柄
、「
乙
女
湯
」
や
「
お
姫

坂
」
と
い
っ
た
女
性
を
示
す
地
名
、
蛇
と
女
の
物
語
の
記
憶
、
水
神
の
祠

堂
、民
間
宗
教
者
、民
話
集
な
ど
を
媒
体
と
し
て
、そ
の
地
で
は
「
水
と
女
」

の
結
び
つ
き
を
語
る
話
が
何
度
も
再
生
産
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
試
み
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
本
稿
で
は
、「
別
伝
」
が
創
ら
れ
る

際
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
問
題
を
火
祭
り
の
伝
承
の
実
態
に
即
し
て
考
え
た
い
。

「
起
源
」
を
装
う
時
に
何
が
「
資
源
」
と
し
て
利
用
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
媒

体
に
よ
っ
て
広
が
る
の
か
。
ま
た
、
い
く
つ
も
の
「
起
源
」
を
聴
き
手
は

ど
の
よ
う
に
享
受
す
る
の
か
。
以
上
の
問
題
を
時
代
背
景
も
含
め
て
、
捉

え
て
み
た
い
。

一
　
祭
礼
に
み
る
「
始
源
」

　

富
士
吉
田
市
上
吉
田
は
、
富
士
山
の
北
麓
に
位
置
し
、
富
士
山
を
遙
拝

す
る
北
口
本
宮
富
士
浅
間
神
社
を
擁
す
る
町
で
あ
る
。
近
世
中
期
以
降
、

富
士
信
仰
の
拠
点
と
な
り
、
富
士
山
の
登
拝
を
す
る
道
者
を
受
け
入
れ
る

御
師
が
集
住
す
る
町
で
も
あ
っ
た
。

　

吉
田
の
火
祭
り
は
現
在
は
八
月
二
六
日
、
二
七
日
に
行
わ
れ
て
い
る
が

明
治
末
頃
ま
で
は
旧
暦
七
月
二
一
日
、
二
二
日
に
行
わ
れ
て
い
た
。
金
鳥

居
か
ら
浅
間
神
社
ま
で
の
道
に
大
型
の
松
明
が
建
て
ら
れ
、
道
路
に
面
し

た
家
々
で
は
、
薪
を
井
桁
に
組
ん
で
積
み
上
げ
る
。
二
六
日
に
は
、
富
士

山
型
の
神
輿
と
通
常
の
神
輿
の
二
基
が
練
り
歩
き
、
御
旅
所
に
入
る
。
そ

こ
で
の
神
事
が
済
む
と
、松
明
に
火
が
つ
け
ら
れ
、一
面
は
火
に
覆
わ
れ
る
。

　

火
祭
り
に
つ
い
て
は
多
く
の
調
査
、
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
が
、
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一
九
八
九
年
に
『
上
吉
田
の
民
俗
』
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
で
、
こ
の
地
の

民
俗
事
象
全
般
か
ら
、
こ
の
祭
礼
の
意
味
が
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
二
〇
〇
五
年
に
『
国
記
録
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
調
査
報
告
書　

吉
田
の
火
祭
り
』〔
富
士
吉
田
市
教
育
委
員
会
歴
史
文
化
課
編
〕
が
刊
行
さ

れ
、
そ
の
詳
細
な
歴
史
的
変
遷
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

火
祭
り
が
も
と
も
と
は
諏
訪
神
社
の
祭
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
一
九
五
二

年
に
岩
科
小
一
郎
が
考
察
し
て
い
る
〔
岩
科　

一
九
五
二
：
一
九
六
八
〕。

北
口
本
宮
富
士
浅
間
神
社
の
境
内
を
現
在
も
「
諏
訪
の
森
」
と
呼
び
、
摂

社
に
諏
訪
神
社
が
あ
る
。
諏
訪
神
社
は
文
化
年
間
（
一
八
〇
四
～
一
八
）

に
成
立
し
た
『
甲
斐
国
志
』
に
「
本
村
ノ
土
神
ナ
リ
」「
元
ハ
佐
藤
上
総
ガ

家
ノ
氏
神
ナ
リ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
佐
藤
家
の
一
族
神
が
上
吉
田
の
産

土
神
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、「
例
祭
ハ
七
月
廿
二
日
」「
其
ノ

夜
此
屋
皆
篝
松
ヲ
焼
ク
」
と
あ
り
、
火
祭
り
は
本
来
は
諏
訪
神
社
の
祭
り

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

　

明
治
以
前
は
、
浅
間
神
社
は
大
鳥
居
神
主
小
佐
野
家
が
、
諏
訪
神
社
は

諏
訪
神
家
佐
藤
家
（
御
師
大
玉
屋
）
が
神
主
を
務
め
て
い
た
。
菊
地
邦
彦

は
、『
吉
田
の
火
祭
り
』
の
中
で
、
近
世
期
に
お
け
る
浅
間
神
社
の
勢
力
の

拡
大
と
そ
れ
に
伴
う
諏
訪
明
神
と
の
確
執
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る（

３
）。

菊
地

に
よ
れ
ば
、
近
世
前
期
、
少
な
く
と
も
延
宝
八
年
（
一
六
八
一
）
ま
で
に
、

浅
間
神
社
神
主
小
佐
野
家
は
京
都
の
吉
田
家
か
ら
神
道
裁
許
状
を
得
、
諏

訪
の
神
主
に
は
な
い
格
式
を
得
た
と
い
う
。
こ
の
た
め
に
そ
の
後
、
諏
訪

明
神
神
主
大
玉
屋
は
、
公
的
な
局
面
で
は
「
神
家
」
と
い
う
一
歩
後
退
し

た
名
称
を
名
乗
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
陥
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
近
世

中
期
以
降
の
富
士
山
信
仰
の
隆
盛
は
浅
間
神
社
に
繁
栄
を
も
た
ら
し
、
諏

訪
神
社
と
浅
間
神
社
の
両
者
は
火
祭
り
で
の
役
割
分
担
や
、
諏
訪
の
森
の

伐
木
問
題
な
ど
の
局
面
で
対
立
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

　

明
治
以
降
、
両
神
主
家
が
退
転
し
、
浅
間
神
社
の
宮
司
が
諏
訪
神
社
の

宮
司
を
兼
ね
る
よ
う
に
な
っ
て
、
浅
間
神
社
が
上
吉
田
の
村
氏
神
に
な
り
、

諏
訪
神
社
は
境
内
の
摂
社
に
位
置
づ
け
ら
れ
た（

４
）。

　

火
祭
り
は
現
在
、
浅
間
神
社
の
例
祭
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
地
元

の
人
々
に
は
こ
の
祭
り
が
本
来
は
諏
訪
神
社
の
祭
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
想

起
さ
せ
る
仕
掛
け
が
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
①
神
仏
分
離
令
以
前
は
諏
訪
明
神
の
別
当
と
し
て
火
祭
り
に
関

与
し
て
い
た
西
念
寺
が
現
在
も
祭
り
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
。
②
富
士
山
型

の
神
輿
（
浅
間
神
社
神
輿
）
は
通
常
の
型
の
神
輿
（
諏
訪
明
神
神
輿
）
の
後

を
運
行
し
、
先
に
立
つ
こ
と
は
な
い
こ
と
。
③
祭
礼
の
途
中
で
「
す
は
の
み

や　

み
か
け
や
イ
よ
う
神　

さ
い
さ
う
が
み　

げ
に
も
さ
ふ
ら
ふ
や
イ
よ
う

か
み
も
さ
ふ
ら
ふ
」
と
い
う
神
謡
を
唱
え
る
こ
と
、
の
三
点
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
①
の
西
念
寺
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
、『
甲
斐
国
志
』
に
よ
れ
ば
、

相
州
藤
沢
、
清
浄
光
寺
の
末
寺
で
、
寺
伝
に
よ
れ
ば
養
老
七
年
（
七
一
九
）

行
基
の
開
基
、永
仁
六
年（
一
二
九
八
）遊
行
二
世
真
教
が
、甲
州
に
遊
化
し
、

相
州
に
赴
く
時
、西
念
寺
に
止
宿
し
、そ
の
時
に
時
宗
に
改
宗
し
た
と
い
う
。

　

西
念
寺
と
火
祭
り
の
具
体
的
な
関
わ
り
を
見
て
み
る
と
、
八
月
二
六
日

の
午
前
中
に
西
念
寺
住
職
が
檀
家
総
代
、
世
話
人
ら
を
伴
い
、
諏
訪
明
神

へ
行
き
読
経
を
行
う
。
こ
れ
を
法
楽
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
同
日
の
夕
刻

に
二
基
の
神
輿
が
寺
の
近
く
を
渡
御
す
る
際
に
そ
れ
を
出
迎
え
読
経
を
行
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う
。
さ
ら
に
翌
日
の
二
七
日
の
夕
刻
に
も
神
輿
を
見
送
り
読
経
を
行
う
。

　

西
念
寺
が
火
祭
り
に
関
与
す
る
こ
と
は
、
こ
の
祭
り
が
神
仏
分
離
令
以
前

か
ら
続
く
儀
礼
で
あ
る
と
い
う
「
歴
史
的
な
時
間
」
と
本
来
は
諏
訪
神
社
の

祭
礼
で
あ
っ
た
と
い
う
「
始
源
の
時
間
」
を
再
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
儀
礼
」
の
連
続
性
に
つ
い
て
は
、「
言
い
伝

え
」
は
と
も
か
く
、
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
慎
重
に
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
九
八
八
年
の
調
査
で
池
上
真
理
子
の
記
録
し
た「
現
在
の
住
職
に
な
っ
て
、

一
〇
年
前
よ
り
神
輿
の
送
り
迎
え
だ
け
で
な
く
、八
月
二
六
日
午
前
一
一
時
、

諏
訪
神
社
と
浅
間
神
社
に
供
物
を
持
っ
て
表
敬
参
拝
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
を
法
楽
と
い
う
」
と
い
う
聞
き
取
り
に
留
意
し
て
お
き
た
い（

５
）。

　

ま
た
、『
富
士
吉
田
の
文
化
財
（
そ
の
七
）
民
話
』〔
富
士
吉
田
市
文
化

財
審
議
会
編　

一
九
七
七
〕
に
記
載
さ
れ
た
先
代
の
住
職
Ａ
氏
の
記
事
に

よ
れ
ば
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
の
段
階
で
九
〇
歳
で
あ
っ
た
上
吉
田

市
横
町
の
前
田
久
吉
翁
か
ら
、
当
時
住
職
に
な
っ
た
ば
か
り
の
Ａ
氏
は
次

の
よ
う
な
話
を
聞
い
た
と
い
う（

６
）。

　

八
月
の
火
祭
り
に
は
、
お
前
さ
ん
方
丈
は
、
必
ず
緋
の
衣
を
つ
け
、

曲
録
に
か
け
払
子
を
持
っ
て
、
神
輿
の
お
下
り
に
は
裏
門
（
扇
屋
）
の

前
で
、
お
上
り
に
は
大
門
前
で
、
諷
経
（
小
声
で
経
を
よ
む
こ
と
）
し

て
神
輿
を
お
迎
え
す
る
の
だ
、
そ
の
時
神
輿
は
必
ず
西
念
寺
の
方
へ
傾

い
て
答
礼
が
あ
る
の
だ
と
教
え
て
貰
っ
た
。

　

こ
の
後
に
、
こ
の
話
を
聞
い
て
、
Ａ
氏
は
緋
衣
を
注
文
し
た
、
と
あ
る
。

こ
の
文
章
を
文
面
通
り
受
け
取
る
の
な
ら
ば
、
昭
和
八
年
の
段
階
で
、
西

念
寺
の
住
職
は
こ
の
儀
礼
に
つ
い
て
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
の
時
に
氏
が
、「
住
職
に
な
っ
た
ば
か
り
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
考

慮
す
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
連
続
し
て
い
た
儀
礼
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
、

と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

昭
和
八
年
の
段
階
で
、
こ
の
所
作
を
重
要
な
儀
礼
と
す
る
認
識
は
西
念
寺

の
側
に
は
な
か
っ
た
、
と
は
言
え
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
儀
礼
の
所
作
の
な
ぞ
を
解
く
よ
う
な
形

の
「
起
源
」
の
説
明
も
、
儀
礼
自
体
の
発
生
や
中
断
、
再
生
、
そ
し
て
意

味
づ
け
の
変
遷
を
視
野
に
入
れ
ず
に
は
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

二
　「
知
識
」
と
発
話

　

火
祭
り
と
諏
訪
神
社
を
結
び
つ
け
る
「
伝
説
」
が
成
立
す
る
背
景
と
し

て
、
筆
者
が
注
目
す
る
の
は
、
火
祭
り
と
蛇
を
め
ぐ
る
言
い
伝
え
で
あ
る
。

筆
者
は
初
め
、
上
吉
田
の
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
生
ま
れ
の
女
性
か
ら
、

次
の
よ
う
な
話
と
し
て
聞
い
た
。

　

火
祭
り
に
○
○
子
が
呼
ば
れ
て
来
て
、（
来
る
途
中
）「
池
に
蛇
が
い

た
ん
だ
よ
」っ
て
言
っ
た
っ
て
言
っ
た
ら「
△
△
ち
ゃ
ん（
話
者
の
名
前
）、

お
め
え
、い
い
じ
ゃ
ん
、火
祭
り
に
蛇
を
見
る
な
ん
て
」
っ
て
。〔
事
例
１
〕

　

上
吉
田
の
家
々
で
は
こ
の
日
、
親
戚
や
近
隣
の
者
を
呼
ん
で
ご
馳
走
を

ふ
る
ま
う
。
招
待
を
受
け
た
親
戚
の
娘
が
来
る
途
中
に
蛇
を
見
た
こ
と
を
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報
告
し
、
居
合
わ
せ
た
近
所
の
人
た
ち
か
ら
「
い
い
じ
ゃ
ん
」
と
喜
ば
れ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
話
は
、
民
俗
学
の
報
告
書
で
は
、「
俗
信
」
の
項
に
「
火
祭

り
に
蛇
を
見
る
と
縁
起
が
よ
い
」
と
い
う
形
で
記
載
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
、
具
体
的
な
生
活
の
場
面
で
知
っ
た
「
知
識
」
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
場
面
と
と
も
に
記
憶
に
残
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
し
ば

ら
く
、
話
し
手
の
話
し
ぶ
り
に
留
意
し
て
、
火
祭
り
と
蛇
の
記
憶
を
見
て

い
く
こ
と
に
し
た
い（

７
）。

　

川
が
あ
る
で
す
よ
、
そ
こ
を
蛇
が
下
っ
た
と
か
、
何
だ
と
か
、
お
ば

あ
さ
ん
が
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
で
す
よ
。（
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）

生
ま
れ　

女
性
）〔
事
例
２
〕

　
　

お
浅
間
さ
ま
は
蛇
の
神
さ
ま
だ
っ
ち
ゅ
う
わ
ね
、
火
祭
り
の
時
に
は

蛇
が
下
る
だ
か
ら
ね
、両
っ
側
を
川
も
き
れ
い
に
し
と
け
、な
ん
て
。（
明

治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
生
ま
れ　

女
性
）〔
事
例
３
〕

　

火
祭
り
の
時
に
は
白
い
蛇
が
東
の
川
を
下
り
、
西
の
川
を
上
る
か
ら
、

そ
の
時
に
は
川
を
使
う
な
、
と
か
、
汚
し
ち
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
こ
と

は
聞
い
て
お
り
ま
す
が
…
。（
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
生
ま
れ　

御

師
の
男
性
）〔
事
例
４
〕

　
　

　

火
祭
り
の
時
に
は
御
輿
が
下
る
と
、
川
を
蛇
が
下
っ
て
、
御
輿
に
つ

い
て
、
川
の
と
こ
で
、
そ
の
頃
は
仏ぶ

つ
も
盛
ん
だ
っ
た
か
ら
…
（
西
念
寺

の
文
書
が
火
事
で
焼
け
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
話
を
す
る
）
…
蛇
が
道

な
り
に
下
っ
て
、
ま
っ
と
そ
れ
が
川
を
の
し
歩
い
た
っ
ち
ゅ
う
言
い
伝

え
は
あ
る
ん
だ
が
ね
。（
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
生
ま
れ　

小
御
岳

神
社
先
代
宮
司
）〔
事
例
５
〕

　
　
　

　

諏
訪
さ
ん
は
ね
、
お
明
神
さ
ん
は
蛇
の
神
さ
ん
だ
。
そ
だ
か
ら
お
明

神
さ
ん
が
あ
そ
こ
へ
、
御
旅
所
（
神
輿
の
休
み
所
）
へ
下
る
時
に
ゃ
、

そ
の
蛇
が
一
緒
に
行
く
わ
け
だ
。
川
を
ね
。
そ
し
て
昔
は
、
こ
う
い
う

粉
を
挽
く
車
が
あ
っ
た
も
ん
だ
。
昔
は
ね
、
カ
タ
ン
カ
タ
ン
カ
タ
ン
と

い
う
…
。
そ
の
…
。
そ
ん
時
に
ゃ
、
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
っ
た
け
ん
ど
、
そ
の
家
で
う
っ
か
り
し
て
、
止
め
な
か
っ
た

だ
と
、
そ
の
時
に
、
そ
の
蛇
が
、
ケ
ガ
し
た
ら
し
い
だ
ね
、
そ
こ
で
血

を
こ
ぼ
し
て
、
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
諏
訪
さ
ん
は
そ
う
い
う
神
さ

ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
る
わ
け
だ
。（
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）

生
ま
れ　

男
性　

太
々
神
楽
の
舞
方
）〔
事
例
６
〕

　

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
こ
れ
ら
の
話
の
も
と
は
一
つ
の
「
知
識
」

で
あ
る
も
の
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
ふ
く
ら

み
の
あ
る
「
話
」
に
育
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
〔
事
例
６
〕
の
男
性
は
、
火
祭
り
の
時
に
川
を
下
る
の
は
「
お
諏
訪
さ
ん
」

で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
火
祭
り
の
由
来
は
浅
間
神
社
と
の
関

連
で
説
明
す
る
。
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木
之
花
開
耶
姫
命
が
お
産
を
す
る
時
に
、
昔
は
今
の
よ
う
に
、
電
気
を

す
る
ん
で
ね
え
ん
だ
か
ら
、
焚
き
火
で
、
金
の
棒
が
あ
っ
て
ね
、
そ
こ
に

皿
が
あ
っ
て
、
そ
の
上
で
松
明
を
…
松
明
を
そ
の
上
に
立
て
て
、
そ
し
て

燃
す
わ
け
だ
。そ
れ
で
ね
、燃
す
た
め
に
、そ
だ
か
ら
そ
れ
に
燃
す
た
め
に
、

火
祭
り
に
火
を
燃
し
て
、
御
旅
所
ま
で
送
っ
て
ゆ
く
わ
け
だ
。〔
事
例
７
〕

　

火
祭
り
の
由
来
を
木
之
花
開
耶
姫
命
と
結
び
つ
け
て
い
る
も
の
の
、
一

夜
の
交
わ
り
で
妊
娠
し
た
姫
が
、
邇
邇
芸
命
に
貞
操
を
疑
わ
れ
、
産
屋
に

火
を
放
ち
、
火
中
で
無
事
に
出
産
し
た
と
す
る
、
大
正
一
四
年
以
降
の
火

祭
り
の
起
源
説
話
と
は
違
っ
て
い
る（

８
）。

　

火
祭
り
の
蛇
を
諏
訪
明
神
と
結
び
つ
け
て
語
る
語
り
手
は
筆
者
の
調
査

で
は
こ
の
男
性
の
他
に
は
、
新
屋
集
落
に
住
む
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）

生
ま
れ
の
男
性
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
男
性
は
、
さ
ら
に
西
念
寺
と
の
結

び
つ
き
も
語
っ
て
い
る
。

　
　　

西
念
寺
ち
ゅ
う
お
寺
が
あ
る
だ
よ
。
西
念
寺
の
ね
、
お
坊
さ
ん
が
ね
、

長
野
県
の
諏
訪
へ
行
っ
て
修
行
を
し
て
、（
帰
っ
て
）
く
る
時
に
ね
、
木

の
枝
を
折
っ
た
の
が
火
祭
り
に
な
っ
た
で
し
ょ
。
そ
の
火
祭
り
の
日
に

ね
、
竜
を
杖
の
頭
に
入
れ
て
、
そ
し
て
燃
し
た
っ
て
い
う
よ
。
そ
の
竜
を

ね
、
諏
訪
神
社
に
祀
っ
て
お
い
た
っ
ち
ゅ
う
。
そ
れ
で
毎
年
八
月
二
六
日

に
富
士
山
の
神
輿
と
普
通
の
神
輿
が
出
る
だ
よ
。
普
通
の
神
輿
に
乗
っ
て

蛇
が
下
る
っ
ち
ゅ
う
わ
け
。
蛇
は
川
を
下
る
だ
ね
。
そ
し
て
あ
る
日
ね
、

お
爺
と
お
婆
が
お
っ
て
ね
、
水
車
を
や
っ
て
い
る
と
水
車
が
キ
ュ
ー
ッ
と

止
ま
っ
ち
ゃ
う
だ
っ
て
。
そ
い
で
お
か
し
い
と
思
っ
て
ね
、
見
た
ら
ば
、

黒
蛇
、
白
蛇
っ
て
言
っ
て
ね
、
黒
い
蛇
と
白
い
蛇
が
二
つ
あ
る
ん
だ
。
そ

の
黒
い
蛇
が
七
巻
水
車
を
巻
い
て
ね
、
そ
し
て
い
た
ん
だ
っ
て
。
や
っ
て

お
っ
た
け
ど
も
ね
、「
こ
れ
じ
ゃ
あ
」
と
思
っ
て
謝
っ
て
ね
、
ほ
い
で
「
こ

う
い
う
こ
と
は
し
な
い
か
ら
、
是
非
堪
忍
し
て
く
り
ょ
う
」
っ
て
言
っ
た

ら
ま
た
回
る
よ
う
に
な
っ
た
っ
て
。〔
事
例
８
〕

　　

こ
の
話
は
、
長
野
県
の
諏
訪
大
社
の
祭
神
が
蛇
体
の
神
で
あ
る
と
い
う
神

話
上
の
「
知
識
」
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
普
通
の
神
輿
に
乗
っ

て
蛇
が
下
る
」
と
い
う
説
明
は
富
士
山
型
の
御
輿
は
浅
間
の
神
輿
、
普
通
の

神
輿
は
諏
訪
の
神
輿
と
い
う
知
識
が
土
台
と
な
っ
て
い
よ
う
。こ
の
男
性
は
、

五
月
節
供
に
菖
蒲
を
屋
根
に
飾
る
い
わ
れ
を
尋
ね
る
と
、
鵜う

が
や

葺
屋
葺ふ

き
あ
へ
ず
の

不
合

命
み
こ
と

の
誕
生
の
際
の
故
事
に
よ
る
、
と
説
明
す
る
よ
う
な
話
し
手
で
あ
っ
た
。

　

火
祭
り
の
際
に
「
竜
神
ノ
川
ニ
従
フ
テ
下
ル
」
た
め
川
を
掃
除
し
た
り
、

水
車
を
止
め
た
り
す
る
と
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
の
北
口
本
宮
冨
士

浅
間
神
社
『
社
誌
』
に
も
見
え
る（

９
）。

火
祭
り
の
際
に
蛇
が
下
る
こ
と
は
、

上
吉
田
で
は
広
く
知
ら
れ
、
歴
史
的
に
も
持
続
し
て
き
た
「
知
識
」
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
「
知
識
」
は
、
一
度
聞
い
た
な
ら
ば
、
火
祭
り

の
前
に
川
を
掃
除
し
、
水
車
を
止
め
る
と
い
っ
た
行
為
の
た
び
に
想
起
さ

れ
よ
う
。
行
為
を
通
し
て
反
復
さ
れ
、
伝
承
さ
れ
る
「
知
識
」
で
あ
る
と

い
え
る
。〔
事
例
６
〕〔
事
例
８
〕
は
、「
知
識
」
を
具
体
的
に
展
開
し
、
体

験
談
の
よ
う
に
語
る
、
語
り
口
で
あ
る
。
ま
た
、
火
祭
り
の
話
を
聞
い
て
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い
る
時
に
、
現
在
は
市
外
へ
転
出
し
た
御
師
の
あ
る
家
は
、
黒
蛇
を
殺
し

た
た
め
に
男
の
子
は
絶
え
て
し
ま
い
、
女
の
子
は
夫
に
先
立
た
れ
た
と
い

う
話
も
聞
い
た
。
共
有
す
る
「
知
識
」
が
現
実
の
事
件
を
解
釈
す
る
枠
組

み
に
も
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

諏
訪
明
神
と
火
の
結
び
つ
き
に
は
、「
蛇
」を
介
在
さ
せ
な
い
も
の
も
あ
る
。

　

建た
け

御み
な名

方か
た

の
神
が
戦
を
す
る
時
に
、
松
明
を
燃
や
し
て
戦
っ
た
の

で
、
そ
の
由
来
で
火
祭
り
に
は
火
を
燃
す
。〔
富
士
吉
田
市
郷
土
館
編　

一
九
八
五
〕〔
事
例
９
〕

　
　
　

　

こ
の
話
を
語
っ
て
い
る
の
は
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
生
ま
れ
の
御
師

の
男
性
で
、郷
土
研
究
会
の
会
員
で
も
あ
る
。
中
谷
竹
蔵
の『
霊
山
富
士
』〔
中

谷　

一
九
〇
九
〕
に
も　
　

　
　
　

　

建
御
名
方
命
が
戦
に
敗
け
て
逃
走
、
こ
の
地
に
至
ら
せ
ら
れ
た
時
に

土
人
に
命
じ
て
無
数
の
炬
火
を
燃
え
さ
せ
た
。
寄
せ
手
の
軍
は
こ
れ
を

見
て
援
軍
あ
り
と
見
て
、
か
こ
み
を
解
い
て
去
っ
た
。
こ
れ
が
七
月

二
一
日
の
夜
で
あ
っ
た
。〔
事
例
10
〕

と
あ
る
。
建
御
名
方
は
諏
訪
明
神
の
祭
神
で
あ
る
が
、
木
花
開
耶
姫
命
ほ

ど
上
吉
田
で
は
人
口
に
膾
炙
し
た
名
前
で
は
な
い
。「
建
御
名
方
命
」
と
火

祭
り
の
結
び
つ
き
は
、
神
話
の
知
識
の
あ
る
人
々
以
外
に
は
そ
れ
ほ
ど
広

く
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

火
と
蛇
の
結
び
つ
き
は
自
体
は
神
話
の
想
像
力
の
上
で
は
広
く
見
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
〔
彌
永　

二
〇
〇
六
〕。
ま
た
、「
浅
間
神
社
を
改
築
す
る

時
に
蛇
が
た
く
さ
ん
出
て
困
っ
て
叺
に
入
れ
て
埋
め
た
」
な
ど
と
語
る
人

も
お
り
、
実
際
に
諏
訪
の
森
は
蛇
の
棲
息
す
る
場
所
で
も
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
諏
訪
明
神
の
御
神
体
が
蛇
で
あ
る
、
と

い
う
知
識
を
介
在
さ
せ
な
く
と
も
、「
火
―
蛇
」「
蛇
―
諏
訪
」
の
、
結
び

つ
き
は
受
容
さ
れ
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
　「
民
話
集
」
と
い
う
媒
体

　
「
蛇
―
火
祭
り
」の
結
び
つ
き
に「
西
念
寺
」を
結
び
つ
け
る
伝
承
は
、〔
事

例
８
〕
の
男
性
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
に
「
蛇
」
を
媒
介
に
、「
諏
訪
明
神
」

と
「
西
念
寺
」
を
結
び
つ
け
る
事
例
は
、
先
述
し
た
西
念
寺
先
代
住
職
Ａ

氏
が
『
富
士
吉
田
の
文
化
財
（
そ
の
七
）
民
話
』〔
富
士
吉
田
市
文
化
財
審

議
会
編　

一
九
七
七
〕
に
記
し
た
記
事
だ
け
で
あ
る
。

　

富
士
吉
田
市
は
一
九
七
七
年
以
降
、
三
種
類
の
「
民
話
集
」
を
刊
行
し

て
い
る
。
一
九
七
七
年
に
富
士
吉
田
市
文
化
財
審
議
会
に
よ
る
『
富
士
吉

田
の
文
化
財（
そ
の
七
）民
話
』、『
富
士
吉
田
の
文
化
財（
そ
の
八
）続
民
話
』、

四
年
後
に
『
富
士
吉
田
の
文
化
財
（
そ
の
十
四
）
民
話
と
伝
説
』
を
刊
行

し
て
い
る
。
こ
の
他
に
一
九
七
七
年
に
は
富
士
吉
田
市
浅
間
町
自
治
会
が

『
浅
間
町
の
民
話
』
を
出
し
て
い
る
。

　

山
梨
県
全
体
で
の
「
民
話
」
と
関
わ
る
動
き
を
見
て
み
る
と
、
一
九
五
九

年
に
山
梨
県
在
住
の
土
橋
里
木
が
『
甲
斐
の
民
話
』
を
未
来
社
か
ら
出
版
し

て
い
る
。
野
村
典
彦
が
述
べ
る
よ
う
に
、
五
〇
年
代
の
「
民
話
」
は
「
思
想
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性
を
孕
ん
だ
用
語
」
で
あ
っ
た

）
（（
（

。
土
橋
は
、
一
九
五
三
年
に
山
梨
民
俗
の
会

か
ら
出
版
し
た
『
甲
斐
伝
説
集
』
を
改
訂
し
て
、
一
九
七
五
年
に
第
一
法
規

出
版
か
ら
『
甲
斐
の
伝
説
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
未
来
社
、
第
一
法
規
と
も

に
全
国
に
ま
た
が
る
シ
リ
ー
ズ
の
中
の
一
冊
で
あ
る
。
山
梨
県
の
側
の
内
な

る
動
き
と
い
う
よ
り
も
、
外
側
の
要
請
へ
の
対
応
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
富
士
五
湖
の
土
産
物
屋
で
売
ら
れ
て
い
る
『
富
士
山
北
麓
一
周
伝
説

と
怪
談
』
と
名
付
け
ら
れ
た
「
民
話
風
読
み
物
」
は
、
一
九
六
九
年
に
初
版

が
出
さ
れ
、
筆
者
の
手
持
ち
の
も
の
は
一
九
七
八
年
で
五
版
を
重
ね
て
い
る

〔
泉　

一
九
七
八
〕。
野
村
が
概
観
し
た
よ
う
に
、
七
〇
年
代
は
観
光
と
む
す

び
つ
い
て
「
民
話
」
の
語
が
大
衆
化
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。

　
『
富
士
吉
田
の
文
化
財（
そ
の
七
）民
話
』の「
は
じ
め
に
」を
読
む
と「
世

の
中
の
急
激
な
変
化
に
よ
り
、
懐
か
し
い
『
民
話
』
も
日
が
経
つ
に
つ
れ

忘
れ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
昔
話
や
伝
説
等
を
多マ

マ
勢
の
市
民

の
方
々
に
寄
せ
て
い
た
だ
き
、集
録
し
た
も
の
を
、富
士
吉
田
の
文
化
財
（
そ

の
七
）
と
し
て
皆
様
の
お
手
元
に
お
届
け
で
き
る
は
こ
び
と
な
り
ま
し
た
」

と
あ
る
。

　

こ
の
企
画
が
好
評
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
民
話
』

の
後
に
九
月
に
『
続
民
話
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
伺
え
る
。

筆
者
は
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
「
民
話
」
を
寄
せ
て
い
る
人
々
の
、
掲
載
さ

れ
て
い
る
名
前
を
た
よ
り
に
、
訪
ね
て
行
き
、
ど
の
よ
う
な
質
の
資
料
な

の
か
確
認
し
た
こ
と
が
あ
る
。
執
筆
者
は
郷
土
史
に
関
心
の
あ
る
男
性
が

多
く
、
お
お
む
ね
自
身
が
聞
い
た
話
を
書
い
て
い
た
。
た
だ
、
話
以
外
に

も
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、「
話
」に
自
分
の
知
っ
て
い
る「
知
識
」

を
加
え
て
解
説
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
妻
の
名
前
で
自
分
の
聞
い

た
話
を
書
い
て
い
た
人
が
一
人
、
母
親
か
ら
聞
い
た
話
を
自
分
が
書
い
て
、

執
筆
者
の
と
こ
ろ
に
母
親
の
名
前
を
書
い
て
い
た
人
が
一
人
い
た
。
最
初

の
男
性
は
、
す
で
に
自
分
が
い
く
つ
も
の
話
を
投
稿
し
て
お
り
、「
あ
ま
り

自
分
の
名
前
ば
か
り
出
る
の
も
体
裁
が
悪
い
か
ら
」
と
妻
の
名
を
騙
っ
た

こ
と
を
弁
解
し
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
資
料
集
は
、
執
筆
者
が
伝
承
者
で

あ
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
ま
た
、
文
飾
が
施
さ
れ
て
お
り
、
こ
と

さ
ら
「
民
話
風
」
を
意
識
し
た
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
そ

れ
ら
は
「
声
を
装
う
文
字
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

何
が
「
民
話
」
か
共
通
の
理
解
が
な
い
ま
ま
寄
せ
ら
れ
た
「
話
」
は
、

昔
話
の
話
型
を
備
え
る
も
の
が
九
例
（
但
し
、
そ
の
う
ち
地
名
な
ど
を
伴

う
も
の
が
七
例
）、
故
事
来
歴
の
類
（「
伝
説
」
と
分
類
し
て
差
し
支
え
な

い
も
の
）
が
六
六
例
、
他
は
体
験
譚
や
懐
旧
譚
、
怪
異
譚
な
ど
で
あ
っ
た
。

「
民
話
」
と
い
う
こ
と
ば
に
人
々
が
想
起
す
る
も
の
は
昔
話
の
類
で
は
な
く
、

「
伝
説
」
の
類
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
題
名
に
「
富
士
吉
田
の
」
と
付

い
た
の
で
、
郷
土
色
が
出
る
も
の
を
選
ん
だ
の
か
不
明
で
あ
る
。
も
っ
と

も
筆
者
の
調
査
で
も
、「
昔
話
」
の
類
は
そ
れ
ほ
ど
聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
）
（（
（

。

　

そ
れ
で
は
「
民
話
集
」
と
い
う
媒
体
の
中
で
西
念
寺
住
職
の
「
話
」
は

ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
　「
話
」
の
流
通
と
編
集

　

こ
こ
で
は
、「
西
念
寺
物
語
」
と
題
さ
れ
た
文
の
概
略
を
示
し
た
い
い
。
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「
第
一
話
」で
は
、白
蛇
が
女
に
化
け
て
西
念
寺
を
訪
ね
て
き
た
話
を
記
す
。

「
第
二
話
」
で
は
西
念
寺
二
十
二
代
中
興
上
人
諦
業
和
尚
の
説
法
を
竜
女
が

聴
聞
に
来
て
い
た
話
を
記
す
。「
竜
女
成
仏
」
を
語
る
仏
教
説
話
の
話
柄
で

あ
る
が
、
女
の
正
体
を
上
吉
田
の
大
堰
の
滝
の
白
蛇
と
す
る
。

　
「
第
三
話
」
は
ニ
ュ
ー
ス
・
ソ
ー
ス
が
明
示
さ
れ
る
話
で
あ
る
（
も
っ
と

も
同
時
代
の
、
ニ
ュ
ー
ス
・
ソ
ー
ス
の
明
ら
か
な
話
を
す
る
、
と
い
う
の
は
、

説
法
に
お
け
る
話
法
の
一
つ
で
あ
る
）。
西
念
寺
の
本
山
清
浄
光
寺
の
あ
る

神
奈
川
県
藤
沢
市
で
地
元
の
人
に
直
接
聞
い
た
話
で
あ
る
と
い
う
。
藤
沢

の
遊
行
上
人
が
諏
訪
に
行
き
、
帰
る
時
に
、
白
蛇
と
と
も
に
鎌
倉
街
道
を

下
っ
て
き
た
が
、
富
士
の
麓
で
白
蛇
は
姿
を
消
し
た
。

　
「
第
四
話
」
は
先
述
し
た
上
吉
田
の
古
老
か
ら
聞
い
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

火
祭
り
に
西
念
寺
住
職
が
関
与
す
る
と
い
う
、
先
述
の
話
と
と
も
に
、
遊

行
上
人
が
諏
訪
か
ら
蛇
を
連
れ
て
き
て
上
吉
田
で
置
い
て
い
っ
た
と
い
う

伝
承
を
記
す
。

　
「
第
五
話
」
は
遊
行
四
世
呑
海
上
人
が
信
州
で
諏
訪
明
神
を
笈
の
中
に
移

し
、
藤
沢
に
運
ん
で
清
浄
光
寺
の
隣
に
勧
請
し
た
と
い
う
、
藤
沢
諏
訪
神

社
の
社
記
を
記
す
。
ま
た
、
藤
沢
の
諏
訪
明
神
の
例
祭
で
も
祭
礼
の
最
初

と
最
後
に
神
輿
が
清
浄
光
寺
に
渡
御
す
る
な
ど
、
寺
院
が
重
要
な
役
割
を

果
た
す
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　
「
お
わ
り
に
」
で
は
、
西
念
寺
は
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
の
吉
田
の
大

火
で
古
文
書
を
失
い
、
諏
訪
明
神
と
の
関
わ
り
を
知
る
の
に
手
が
か
り
が

な
い
た
め
、
伝
説
や
民
話
を
手
が
か
り
と
す
る
と
述
べ
、
遊
行
上
人
と
諏

訪
明
神
の
つ
な
が
り
が
、
西
念
寺
と
諏
訪
明
神
の
つ
な
が
り
の
因
縁
で
は

な
い
か
、
と
述
べ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
れ
は
素
朴
な
「
民
話
」
の
聞
き
書
き
と

い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
西
念
寺
と
諏
訪
明
神
の
つ
な
が
り
を
強
調
す
る

た
め
に
、
西
念
寺
の
住
職
が
知
識
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。
一
話
・
二
話
と
三
話
・
四
話
は
別
種
の
蛇
の
話
（
前
者
は
竜
女
、

後
者
は
諏
訪
明
神
の
化
身
）
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
話
か
ら
三
話

の
蛇
が
「
白
蛇
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
す
べ
て
が
つ
な
が
り
の
あ
る

話
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
。
ま
た
、
読
者
を
富
士
吉
田
市
在
住
の

人
と
想
定
し
て
い
る
以
上
、「
火
祭
り
の
時
に
下
る
」
と
言
わ
れ
る
蛇
（
白

蛇
と
い
う
伝
承
が
あ
る
）
を
読
者
が
連
想
す
る
こ
と
も
意
図
し
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
第
五
話
」
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
呑
海
上
人
の
故
事
は
、
文
政
一
三
年

（
一
八
三
〇
）
頃
成
立
し
た
小
川
泰
堂
『
我
棲
里
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
る
。

　
　

諏
訪
明
神
、
上
人
（
一
遍
上
人
…
引
用
者
注
）
に
謁
し
、
宗
運
不
朽

の
守
護
神
た
ら
ん
こ
と
を
願
う
。
上
人
こ
れ
を
許
し
て
笈
の
中
に
入
れ

て
御
帰
山
な
り
け
る
。
四
世
呑
海
上
人
、
藤
沢
道
場
開
基
の
砌
、
建
武

二
年
の
秋
初
め
て
境
内
に
鎮
座

　

同
様
の
記
事
は
、
天
保
一
三
年
（
一
八
四
三
）
の
平
野
道
治
『
鶏
助
恩

故
』、明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
の
堀
内
松
麿
『
藤
沢
沿
革
史
』
に
も
見
え
、

藤
沢
で
は
郷
土
史
に
関
心
を
持
つ
人
に
は
よ
く
知
ら
れ
た
話
で
あ
っ
た
よ
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う
で
あ
る

）
（（
（

。

　
「
諏
訪
―
蛇
―
時
宗
寺
院
」
と
い
う
つ
な
が
り
は
、
Ａ
氏
が
藤
沢
の
清

浄
光
寺
の
伝
説
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

遊
行
上
人
が
諏
訪
か
ら
蛇
を
連
れ
て
下
り
、
街
道
の
途
中
で
置
い
て
き

た
、
と
す
る
伝
承
は
横
浜
市
瀬
谷
区
阿
久
和
に
も
あ
り

）
（（
（

、
こ
の
話
自
体
が
、

時
宗
で
持
っ
て
い
た
説
経
の
際
の
話
柄
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
諏
訪
明

神
と
鎌
倉
の
清
浄
光
寺
と
の
つ
な
が
り
を
語
る
物
語
な
ら
ば
、
舞
台
は
信

州
と
相
模
を
つ
な
ぐ
街
道
沿
い
の
場
所
な
ら
ば
、ど
こ
で
も
有
効
な
「
伝
説
」

と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
諏
訪
―
蛇
」「
諏
訪
―
時
宗
」
と
い
っ

た
、
地
域
の
人
々
に
納
得
さ
れ
る
結
び
つ
き
の
単
位
に
「
遊
行
僧
―
蛇
」

と
い
う
時
宗
で
は
「
お
な
じ
み
」
の
連
想
を
を
つ
な
げ
て
い
っ
た
結
果
、

「
火
祭
り
―
蛇
―
諏
訪
―
時
宗
寺
院
」
と
い
っ
た
物
語
が
紡
ぎ
出
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
が
〔
事
例
８
〕
の
よ
う
な
語
り
を
生
み
出
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
聴
き
手
も
「
諏
訪
―
時
宗
」「
諏
訪
―
蛇
」
の

結
び
つ
き
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
無
理
な
く
受
容
で
き
る
「
物
語
」
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
藤
沢
の
諏
訪
神
社
と
清
浄
光
寺
の
結
び
つ
き
を
物
語
る

祭
礼
を
知
っ
た
こ
と
で
、
Ａ
氏
は
神
社
と
寺
院
の
結
び
つ
き
が
時
宗
で
は

正
統
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
確
信
を
得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
祭

礼
の
際
の
所
作
が
「
起
源
」
を
語
り
、「
起
源
」
の
物
語
が
祭
礼
の
所
作
の

説
明
に
な
る
こ
と
も
、
こ
の
時
に
知
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
を

一
九
七
〇
年
代
に
記
し
た
の
は
、
西
念
寺
の
側
に
、
明
治
の
神
仏
分
離
令

以
来
薄
れ
て
い
た
、
火
祭
り
と
西
念
寺
の
つ
な
が
り
を
強
化
し
た
い
と
い

う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
へ
の
郷
愁
を

共
有
す
る
「
民
話
集
」
は
、「
あ
り
得
べ
き
始
源
」
を
語
る
の
に
ふ
さ
わ
し

い
メ
デ
ィ
ア
と
映
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
ま
と
め
に
か
え
て

　

御
師
が
集
住
す
る
上
吉
田
の
町
は
、
宗
教
者
や
宗
教
的
な
儀
礼
に
接
す
る

こ
と
の
多
い
土
地
柄
で
あ
る
。
ま
た
国
学
の
伝
統
が
あ
り
、
御
師
や
神
主
、

僧
侶
の
他
に
神
楽
の
舞
方
や
富
士
登
山
の
荷
物
運
び
を
す
る
強
力
な
ど
も

「
伝
説
」
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
語
り
手
が
自
身
で
伝
説

集
を
編
む
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、「
も
の
の
本
に
も
あ
っ
た
」「
焼
け
た
け

れ
ど
古
文
書
が
あ
っ
た
」
な
ど
と
言
い
、「
文
字
」
を
声
の
中
で
保
証
す
る

こ
と
も
あ
る
。
言
い
伝
え
の
中
に
さ
り
げ
な
く
、
文
字
で
読
ん
だ
「
知
識
」

を
紛
れ
込
ま
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た

）
（（
（

。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
を
偽
物
の
「
口
承
文
芸
」
と
受
け
取
る
こ
と
は
生
産

的
で
は
な
い
。「
知
識
」
の
蓄
積
の
あ
る
地
域
の
、
口
頭
の
「
文
芸
」
の
あ

り
方
な
の
で
あ
る
。「
知
識
」
と
「
知
識
」
を
組
み
合
わ
せ
、「
物
語
」
を

創
り
出
す
こ
と
は
、「
知
識
」
を
共
有
す
る
聴
き
手
が
い
る
こ
と
が
前
提
と

な
ろ
う
。
そ
の
結
び
つ
き
は
仲
間
内
に
し
か
分
か
ら
な
い
規
則
が
あ
る

）
（（
（

。

「
伝
説
」
の
創
造
の
仕
方
は
、
共
有
す
る
知
識
に
鑑
て
「
そ
の
事
象
に
ふ
さ

わ
し
い
こ
と
」
で
あ
れ
ば
、
よ
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
地
の

多
様
な
「
伝
説
」
の
あ
り
方
か
ら
は
、「
も
っ
と
も
ら
い
し
こ
と
」
を
受
け

入
れ
て
楽
し
む
、
と
い
っ
た
態
度
が
見
え
る
。
共
有
す
る
知
識
を
前
提
に
、

話
し
手
が
、
起
源
と
し
て
「
あ
り
そ
う
な
こ
と
」
を
言
っ
て
、
聴
き
手
が
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感
心
す
る
と
い
う
や
り
と
り
が
こ
の
地
の
「
伝
説
」
を
解
く
鍵
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
「
火
祭
り
の
は
じ
ま
り
」
の
別
伝
は
、「
忘
れ
ら
れ
た
本
来
の
起
源
」
で

は
な
く
、
別
伝
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
を
受
容
す
る
素
地
は
こ
の

地
で
共
有
さ
れ
て
き
た
「
知
識
」
の
厚
み
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
と

い
え
る
。

注（
１
） 

久
野
俊
彦
「
伝
説
と
民
俗
」〔
二
〇
〇
五
〕
は
、
久
野
俊
彦
「
火
祭

り
の
伝
承
と
祭
礼
の
変
遷
」〔
富
士
吉
田
市
教
育
委
員
会
歴
史
文
化

課
編　

二
〇
〇
四
〕
を
基
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
で
使
わ
れ

て
い
る
口
承
資
料
は
山
田
厳
子
「
口
承
文
芸
」『
新
屋
の
民
俗
』〔
富

士
吉
田
市
市
史
編
さ
ん
室
編　

一
九
八
五
〕『
上
吉
田
の
民
俗
』〔
同　

一
九
八
九
〕
で
筆
者
が
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
論
旨
の

一
部
は
筆
者
の
口
頭
発
表
「
火
祭
り
と
蛇
―
諏
訪
信
仰
と
時
宗
―
」

（
一
九
八
九
年
九
月
、
於
西
郊
民
俗
談
話
会
）
に
依
っ
て
い
る
。
し

か
し
発
表
当
初
は
こ
れ
ら
の
出
典
に
つ
い
て
示
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
二
〇
〇
五
年
一
一
月
に
富
士
吉
田
市
教
育
委
員
会
歴
史
文
化
課

か
ら
別
紙
補
注
の
形
で
、
二
〇
〇
六
年
三
月
に
『
国
文
学　

解
釈
と

鑑
賞
』
七
一
巻
三
号
、
一
八
九
頁
に
「
お
詫
び
」
の
形
で
そ
れ
ぞ
れ

出
典
が
示
さ
れ
た
。

（
２
） 

こ
の
土
地
と
結
び
つ
く
「
伝
説
」
や
「
噂
話
」
に
と
っ
て
女
と
水
の

結
び
つ
き
は
必
須
で
あ
り
、　

様
々
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ

話
の
中
に
は
隠
さ
れ
て
い
た
要
素
と
し
て
時
々
「
蛇
」
が
現
れ
る
。

（
３
） 

菊
地
邦
彦
「
第
四
章　

文
字
資
料
か
ら
み
る
火
祭
り　

第
二
節　

浅

間
神
社
と
諏
訪
神
社
の
歴
史
」〔
富
士
吉
田
市
教
育
委
員
会
歴
史
文

化
課
編　

二
〇
〇
五
〕

（
４
） 

堀
内
真
「
第
二
章　

祭
り
を
と
り
ま
く
環
境
」〔
富
士
吉
田
市
教
育

委
員
会
歴
史
文
化
課
編　

二
〇
〇
五
〕
二
一
頁

（
５
） 

池
上
真
理
子
「
芸
能
」『
上
吉
田
の
民
俗
』〔
一
九
八
九
〕。
菊
地
邦
彦

は
、
一
八
五
一
年
、
一
八
五
三
年
の
西
念
寺
の
日
記
か
ら
、
火
祭
り

の
日
に
西
念
寺
住
職
が
大
玉
屋
に
注
連
紙
を
持
参
し
て
出
向
き
、
お

神
酒
を
ご
馳
走
に
な
っ
て
帰
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
現

在
の
法
楽
が
も
と
は
大
玉
屋
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
」
と
推

測
し
て
い
る
（
注
３
に
同
じ
）。
し
か
し
、
注
連
縄
を
持
参
す
る
こ
と

と
、
現
行
の
「
法
楽
」
が
「
同
じ
」
と
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
「
西
念
寺
物
語
」〔
富
士
吉
田
市
文
化
財
審
議
会
編　

一
九
七
七
〕
に
は
、
古
老
の
話
と
し
て
、
火
祭
り
の
前
々
日
ま
で
に

西
念
寺
住
持
は
幣
束
を
切
り
、
祭
り
の
準
備
を
す
る
な
ど
祭
典
を
と

り
し
き
っ
た
が
、
明
治
の
神
仏
分
離
に
よ
っ
て
祭
り
か
ら
手
を
引
き

神
輿
の
送
り
迎
え
だ
け
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
あ
る
。
少
な
く

と
も
神
仏
分
離
以
降
は
、
西
念
寺
は
、
祭
礼
の
は
じ
ま
り
に
関
わ
る

よ
う
な
儀
礼
は
や
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
６
） 「
西
念
寺
物
語
」〔
富
士
吉
田
市
文
化
財
審
議
会
編　

一
九
七
七
〕

（
７
） 

引
用
す
る
口
承
資
料
は
特
に
注
記
の
な
い
限
り
筆
者
自
身
の
調
査
資

料
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は
『
新
屋
の
民
俗
』〔
一
九
八
五
〕、『
上
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吉
田
の
民
俗
』〔
一
九
八
九
〕
に
掲
載
済
み
で
あ
る
。

（
８
） 『
古
事
記
』
上
巻
の
神
話
に
由
来
す
る
こ
の
起
源
説
話
は
大
正
一
四

年
八
月
二
五
日
の『
山
梨
日
々
新
聞
』が
初
出
で
あ
る
と
い
う（
但
し
、

木
之
花
開
耶
姫
命
の
夫
を
「
素
戔
嗚
尊
」
と
し
て
い
る
）（
久
野
俊

彦
「
付
録　

第
二
節
」〔
富
士
吉
田
市
教
育
委
員
会
歴
史
文
化
課
編

　

二
〇
〇
五
〕、
同
「
伝
説
と
民
俗
」〔
久
野　

二
〇
〇
五
〕。

（
９
） 

注
（
８
）
に
同
じ
。
大
正
四
年
の
時
点
で
浅
間
神
社
『
社
誌
』
は
火

祭
り
の
起
源
を
「
未
詳
」
と
し
、
三
つ
の
説
を
挙
げ
る
。「
倭
建
命
」

と
関
連
づ
け
る
も
の
が
一
つ
あ
る
が
、
木
之
花
開
耶
姫
命
や
諏
訪
明

神
と
関
連
づ
け
る
も
の
は
な
い
。

（
10
） 

一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
観
光
と
結
び
つ
い
た
「
民
話
」
の
大
衆
化

に
つ
い
て
は
野
村
典
彦
の
考
察
が
あ
る
〔
野
村　

二
〇
〇
四
〕。

（
11
） 『
富
士
吉
田
市
の
文
化
財
』
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、
山
田
厳
子
「
口

承
文
芸
」〔
富
士
吉
田
市
史
編
さ
ん
室
編　

一
九
九
六
〕
で
そ
の
内

容
を
検
討
し
て
い
る
。
筆
者
は
富
士
吉
田
市
の
一
五
年
間
の
口
承
文

芸
調
査
で
、
話
型
を
備
え
る
も
の
を
「
昔
話
」
と
分
類
し
、
三
四
六

話
の
話
を
報
告
し
た
。「
伝
説
」
と
分
類
し
た
話
は
六
一
九
話
、「
世

間
話
」
と
分
類
し
た
話
は
六
〇
七
話
で
あ
っ
た
〔
富
士
吉
田
市
史
編

さ
ん
室
編　

一
九
九
六
〕。
こ
の
よ
う
な
「
分
類
」
自
体
に
疑
義
が

出
さ
れ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
話
を
①
虚
構
性
の
高
い
話
、
②
由
来

や
起
源
を
語
る
話
、
③
現
実
の
時
間
軸
で
語
ら
れ
る
話
と
し
て
分
け
、

そ
の
傾
向
性
の
こ
と
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
だ
き
た
い
（
昔
話
・
伝

説
・
世
間
話
の
定
義
に
つ
い
て
は
〔
長
野　

一
九
九
〇
〕
を
参
照
の

こ
と
）。
虚
構
性
の
高
い
話
や
現
実
の
時
間
軸
で
語
ら
れ
る
話
に
比

べ
、
歴
史
的
な
時
間
軸
で
語
ら
れ
る
由
来
譚
を
「
よ
い
話
」
と
話
し

手
が
捉
え
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

（
12
） 

大
橋
俊
雄
は
、「
時
宗
は
神
仏
習
合
を
強
調
し
て
お
り
、
一
遍
聖
を

は
じ
め
歴
代
宗
主
は
、
宮
座
の
う
ち
に
念
仏
を
浸
透
さ
せ
る
方
法
を

と
っ
て
い
る
」
と
述
べ
、
藤
沢
の
諏
訪
明
神
は
も
と
も
と
呑
海
が
藤

沢
に
入
る
前
か
ら
鎮
座
し
て
い
た
と
み
る
。
そ
し
て
、
諏
訪
の
神
家

の
一
族
で
、
藤
沢
領
主
で
も
あ
る
藤
沢
四
郎
太
郎
と
呑
海
が
京
都
で

知
り
合
っ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
て
、
藤
沢
氏
が
時
宗
に
帰
依
し
た
こ

と
で
、
寺
地
を
提
供
さ
れ
た
と
み
て
い
る
〔
大
橋　

一
九
七
三
〕。

（
13
） 「
善
光
寺
谷
に
消
え
た
仏
さ
ま
」『
瀬
谷
区
の
民
話
と
昔
ば
な
し
』〔
瀬

谷
区
役
所　

一
九
八
四
〕。
同
書
に
よ
れ
ば
、
諏
訪
か
ら
一
遍
上
人

に
付
い
て
き
た
蛇
は
二
匹
で
あ
り
、
一
匹
が
瀬
谷
区
の
阿
久
和
で
死

に
、
も
う
一
匹
が
遊
行
寺
ま
で
付
い
て
行
っ
た
と
あ
る
。

（
14
） 

伝
説
を
聞
く
際
に
「
そ
れ
は
ど
な
た
か
ら
」「
そ
れ
も
お
じ
い
さ
ん

か
ら
聞
い
た
の
で
す
か
」
な
ど
と
確
認
を
取
る
と
、
聞
い
た
話
に
本

で
読
ん
だ
「
知
識
」
が
紛
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

（
15
） 

拙
稿
〔
山
田　

二
〇
〇
五
〕
へ
の
批
評
で
西
田
耕
三
氏
は
「
こ
の
土

地
（
茨
城
県
旧
岩
井
市
…
引
用
者
注
）
の
人
た
ち
は
、
付
合
文
芸
に

類
似
し
た
連
想
の
仕
方
を
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
」と
評
し
た〔
西

田　

二
〇
〇
六
〕。
俳
諧
に
お
け
る
「
付
合
」
と
い
う
こ
と
ば
を
得

た
こ
と
で
、
新
た
な
発
想
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
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富
士
吉
田
市

教
育
委
員
会

舟
久
保
兵
部
右
ヱ
門
編
『
富
士
吉
田
の
文
化
財
（
そ
の
二
十
五
）
吉
田
の

風
土
記
』
一
九
八
六　

富
士
吉
田
市
教
育
委
員
会

平
野
榮
次
編
『
富
士
浅
間
神
社
』
一
九
八
七
年　

雄
山
閣

富
士
吉
田
市
史
編
さ
ん
室
編
『
上
吉
田
の
民
俗
』
一
九
八
九　

富
士
吉
田

市
教
育
委
員
会

山
田
厳
子
「
水
と
女
の
世
間
話
―
お
姫
坂
の
怪
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
日
本
民

俗
学
』
一
八
〇
号
、
一
九
八
九　

日
本
民
俗
学
会

長
野
晃
子
「
世
間
話
の
定
義
の
指
標
―
世
間
話
は
、
伝
説
、
昔
話
と
ど
こ
が

違
う
か
―
」『
世
間
話
研
究
』
第
二
号　

一
九
九
〇　

世
間
話
研
究
会

鈴
木
寛
之
「『
伝
説
』
の
現
在
―
塔
下
と
芦
谷
・
小
俣
の
伝
承
を
め
ぐ
っ
て

―
」『
山
北
町
民
俗
論
集
』
第
一
集　

一
九
九
一　

山
北
町
教
育
委
員
会

富
士
吉
田
市
市
史
編
さ
ん
室
編
『
富
士
吉
田
市
史　

民
俗
編　

第
二
巻
』

一
九
九
六　

富
士
吉
田
市
教
育
委
員
会

山
田
厳
子
「「
水
」
の
記
憶
―
「
乙
女
湯
」
の
「
伝
説
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」

大
島
建
彦
編
『
民
俗
の
か
た
ち
と
こ
こ
ろ
』
二
〇
〇
二　

岩
田
書
院

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
―
」
日
本
昔
話
学
会
編
『
昔
話
―
研
究
と
資

料
―
』
第
三
二
号　

二
〇
〇
四

富
士
吉
田
市
教
育
委
員
会
歴
史
文
化
課
編
『
国
記
録
選
択
無
形
民
俗
文
化
財

調
査
報
告
書　

吉
田
の
火
祭
り
』
二
〇
〇
四　

富
士
吉
田
市
教
育
委
員
会

久
野
俊
彦
「
伝
説
と
民
俗　

祭
礼
起
源
伝
説
の
創
生
と
民
俗
の
変
容
」『
国

文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
七
〇
巻
一
〇
号
、
二
〇
〇
五　

至
文
堂

山
田
厳
子
「
火
車
説
話
の
受
容
と
展
開
」
堤
邦
彦
・
徳
田
和
夫
編
『
寺
社

縁
起
の
文
化
学
』
二
〇
〇
五　

森
話
社

彌
永
信
美
「
神
話
と
連
想
―
『
道
成
寺
縁
起
』
か
ら
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』

ま
で
―
」『
文
学
』
二
〇
〇
六　

五
・
六
月
号　

岩
波
書
店

西
田
耕
三
「
縁
起
と
文
脈
」『
日
本
文
学
』
五
五
号　

二
〇
〇
六　

日
本
文

学
協
会

 

（
や
ま
だ
・
い
つ
こ
／
弘
前
大
学
）


