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一
、
鈴
木
鐸
『
郷
土
研
究
』
に
寄
稿
の
事

　

市
橋
鐸
（
一
八
九
三
―
一
九
八
三
）
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
「
民
俗
学
者

と
し
て
の
市
橋
鐸
―
―
尾
北
の
伝
説
研
究
史
か
ら
―
―
」（『
口
承
文
芸
研
究
』

二
五
、二
〇
〇
二
、日
本
口
承
文
芸
学
会
）に
あ
ら
あ
ら
述
べ
た
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
補
論
と
し
て
、「
や
ろ
か
水
」伝
説
及
び
そ
の
後
日
譚
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

市
橋
鐸
は
、
一
九
一
九
年
に
市
橋
み
ち
と
結
婚
す
る
以
前
の
姓
を
鈴
木
、

名
を
鐸
麿
と
い
う（
鐸
は
、本
人
が
用
い
た
筆
名
）。さ
て
、鈴
木
鐸
の
名
前
は
、

早
く
『
郷
土
研
究
』
第
四
巻
第
九
号
（
一
九
一
六
、
郷
土
研
究
社
）
に
確
認

で
き
る
。「
報
告
」
と
名
付
け
ら
れ
た
読
者
か
ら
の
短
信
欄
で
あ
る
。

〇
や
ろ
か
水
伝
説　

林
魁
一
君
が
美
濃
の
太
田
に
有
つ
た
と
報
ぜ
ら
れ

た
「
や
ろ
か
水
」
の
話
（
四
巻
三
〇
六
頁
）
が
、
太
田
か
ら
僅
か
三
里
内

外
の
下
流
な
る
自
分
の
郷
里
尾
州
の
犬い

ぬ
や
ま山

町
に
も
伝
は
つ
て
居
る
。
貞

享
四
年
八
月
二
十
六
日
の
事
と
言
う
て
居
る
。
幾
日
も
雨
の
降
り
続
い
た

あ
げ
く
、
木
曽
川
の
水
は
一
刻
一
刻
に
増
し
て
来
た
。
村
人
は
心
痛
し
て

怠
な
く
用
心
し
て
居
る
う
ち
に
、
其
日
の
真ま

よ
な
か

夜
中
頃
対
岸
美
濃
国
鵜う

沼ぬ
ま

の

伊
木
山
下
の
淵
か
ら
、頻
に「
や
ろ
か
や
ろ
か
」と
大
声
に
呼
ぶ
者
が
あ
る
。

村
の
人
は
不
思
議
に
思
う
て
ぼ
ん
や
り

0

0

0

0

と
し
て
居
る
ば
か
り
で
あ
つ
た

が
其
中
で
字
井
堀
と
云
ふ
処
へ
警
戒
に
出
て
居
た
某
と
云
ふ
男
か

（
マ
マ
）、

恰

か
も
エ
レ
キ
に
で
も
掛
け
ら
れ
た
や
う
に
、
其
や
ろ
か
や
ろ
か

0

0

0

0

0

0

の
声
に
つ

れ
て「
い
こ
さ
ば
い
こ
せ
」と
叫
ん
だ
。
す
る
と
流
は
急
に
増
し
て
来
て
、

見
る

く
中
に
坂
下
と
称
す
る
一
帯
の
低
地
は
水
に
没
し
て
し
ま
つ
た
。

其
時
の
記
録
に
も
「
御
城
内
に
て
柳
の
御
門
下
よ
り
舟
に
乗
り
水
の
手

へ
往
還
、
西
谷
は
御
馬
場
の
上
へ
高
塀
の
箭や

は
ざ
ま

狭
間
よ
り
曽
水
大
波
打
込

た
り
、
坂
下
辺
木
津
堤
よ
り
往
還
」
す
と
見
え
て
居
る
位
で
あ
る
。

　

又
犬
山
か
ら
東
南
三
里
、
池
野
の
入い

る
か
い
け

鹿
池
の
堤
が
明
治
元
年
に
切
れ

た
時
に
も
、「
や
ろ
か

く
」の
事
が
あ
つ
た
と
老
人
は
語
り
伝
へ
て
居
る
。

（
鈴
木　

鐸
）

　

全
文
を
引
い
た
。
一
九
一
六
年
、
鈴
木
鐸
二
三
歳
、
國
學
院
大
學
在
学
中

「
や
ろ
か
水
」
伝
説
後
日
譚

―
「
や
ろ
か
雨
」
噂
か
ら
「
入
鹿
切
」
噂
に
至
る
ま
で
の
輻
輳
を
記
録
し
た
市
橋
鐸
と
そ
の
生
徒
た
ち
―

高 

木
　
史 

人

〈声〉の採集者列伝
聞き手たちの時代

市橋 鐸
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の
記
事
で
あ
る
。
彼
は
家
業
の
医
学
を
継
ぐ
の
を
拒
ん
で
浪
人
を
し
て
い
た

時
期
に
、
勉
強
と
称
し
て
高
木
敏
雄
『
日
本
伝
説
集
』（
一
九
一
三
年
八
月

三
〇
日
刊
、郷
土
研
究
社
）を
盗
み
読
み
、ま
た『
郷
土
研
究
』創
刊（
一
九
一
三

年
三
月
一
〇
日
創
刊
、
郷
土
研
究
社
）
時
か
ら
の
定
期
購
読
者
だ
っ
た
と

い
う
か
ら
、
林
魁
一
の
文
章
に
は
、「
自
分
の
郷
里
」
と
の
近
し
さ
を
感
じ

て
、
右
の
投
稿
に
及
ん
だ
の
だ
ろ
う（

１
）。

文
中
に
鈴
木
が
挙
げ
た
林
魁
一
の
文

章
（「
報
告
」『
郷
土
研
究
』
第
四
巻
第
五
号
、
一
九
一
三
年
）
も
掲
出
し
て

お
こ
う
。

△
太
田
は
木
曽
川
の
北
岸
の
地
で
、
霖
雨
の
時
に
は
川
の
水
が
人
家
へ
侵

入
す
る
こ
と
も
往
々
あ
る
。
そ
れ
故
か
次
の
や
う
な
伝
説
が
行
は
れ
て

居
る
。
今
か
ら
二
三
百
年
以
前
の
事
で
あ
る
が
、
日
々
の
雨
天
続
き
の

折
に
、
木
曽
川
の
水
上
で
「
や
ろ
か

く
」
と
呼
ぶ
声
が
し
て
、
誰
が

呼
ぶ
の
か
分
か
ら
な
ん
だ
。
村
民
の
中
に
之
に
応
へ
て
「
い
こ
さ
ば
い

こ
せ
」
と
言
ふ
た
者
が
あ
つ
た
が
、暫
く
し
て
川
の
水
が
追
々
に
増
加
し
、

終
に
太
田
町
の
人
家
に
浸
入
す
る
大
洪
水
に
な
つ
た
。
此
大
水
を
称
し

て
ヤ
ロ
カ
水
と
云
ふ
由
。

　
「
や
ろ
か
水
」
伝
説
は
、
後
年
の
市
橋
鐸
に
と
っ
て
大
き
な
記
念
と
な
っ

た
に
相
違
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
記
事
は
、
敬
慕
す
る
高
木
敏
雄
だ
け
で

は
な
く
、
当
然
、
柳
田
國
男
の
目
に
も
触
れ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
柳
田

國
男
と
市
橋
鐸
と
の
直
接
の
交
渉
が
確
認
で
き
る
の
は
、『
俳
人
丈
艸
』
を

介
し
て
の
一
九
三
〇
年
だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
鈴
木
鐸
が
報
告
し
た
こ
の
記

事
を
介
し
て
、両
者
に
は
間
接
的
な
関
係
が
生
ま
れ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、

こ
の
一
四
年
後
、柳
田
國
男
は
『
日
本
昔
話
集
（
上
）』（
一
九
三
〇
、ア
ル
ス
）

に
「
や
ろ
か
水
」
伝
説
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
引
用
す
る（

２
）。

　
　
　

や
ろ
か
水

　

む
か
し
尾を

は
り張

の
井い

ぼ
り堀

と
い
ふ
村む

ら
で
、
秋あ

き
の
な
か
ば
に
毎ま

い
に
ち
あ
め

日
雨
ば
か
り

降ふ

つ
て
、
木き

そ
が
は

曽
川
の
水み

づ
が
段だ

ん

ぐ々
に
高た

か
く
な
り
、
堤

つ
ヽ
みが

切き

れ
る
か
も
知し

れ

な
い
と
心し

ん
ぱ
い配

し
て
、
村む

ら
の
人ひ

と
た
ち
が
起お

き
て
水み

づ
ば
ん番

を
し
て
ゐ
る
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
或あ

る
よ夜

の
真ま

よ
な
か
ご
ろ

夜
中
頃
に
、
川か

は
の
向む

か
ひ
の
美み

の濃
の
伊い

き
や
ま

木
山
の
下し

た

の
淵ふ

ち
あ
た
り
か
ら
、
頻し

き
り
に
や
ろ
う
か
ぁ
、
や
ろ
う
か
ぁ
と
喚よ

ぶ
声こ

ゑ
が

し
ま
し
た
。
一い

ち
ど
う同

は
唯た

ゞ
不ふ

し
ぎ

思
議
に
思お

も
ふ
ば
か
り
で
、
ど
う
す
る
こ
と
も

出で
き来

ず
に
顔か

ほ
を
見み

あ
は合

せ
て
ゐ
ま
し
た
が
、
い
つ
迄ま

で
も
其そ

の
や
ろ
う
か
ぁ
と

い
ふ
声こ

ゑ
が
止や

ま
な
い
で
、
し
ま
ひ
に
は
怖お

そ
ろ
し
く
な
っ
て
人に

ん
ぷ夫

の
中な

か
の

一ひ
と
り人

が
、
思お

も
は
ず
知し

ら
ず
高た

か
い
声こ

ゑ
で
、
い
こ
さ
ば
い
こ
せ
ぇ
と
言い

つ
て

し
ま
ひ
ま
し
た
。
さ
う
す
る
と
忽

た
ち
まち

大お
ほ
み
づ水

が
ど
っ
と
押お

し
寄よ

せ
て
、
見み

て
ゐ
る
う
ち
に
此こ

の
へ
ん辺

の
田た

が
全ぜ

ん
ぶ部

、
水み

づ
の
下し

た
に
な
つ
た
と
い
ふ
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
今い

ま
で
も
其そ

の
と
き時

の
洪こ

う
ず
い水

を
や
ろ
か
水み

づ
と
謂い

つ
て
を
り

ま
す
。
今い

ま
か
ら
二に

ひ
や
く
ご
じ
ゆ
う
ね
ん

百
五
十
年
ほ
ど
前
の
、
貞

じ
よ
う
き
よ
う
よ
ね
ん

享
四
年
の
事こ

と
だ
と
い
ふ

人ひ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
大お

ほ
か
は川

の
附ふ

き
ん近

に
は
、
他ほ

か
に
も
さ
う
い
ふ
話

は
な
しが

村む
ら

く々
に
あ
る
さ
う
で
す
（
尾
張
丹
羽
郡
）。

　

こ
れ
を
、
先
に
紹
介
し
た
林
魁
一
及
び
鈴
木
鐸
の
記
事
と
比
較
す
る
と
、

場
所
か
ら
推
し
て
話
は
鈴
木
の
記
事
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
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そ
の
細
部
に
は
随
分
と
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
鈴
木
の
近
世
の
文
献
記
録

へ
の
目
配
り
は
捨
象
さ
れ
て
、
僅
か
に
「
今
か
ら
二
百
五
十
年
ほ
ど
前
の
、

貞
享
四
年
の
事
だ
と
い
ふ
人
が
あ
り
ま
す
が
」
と
だ
け
あ
る
。
ま
た
、
林
魁

一
の
記
し
た
美
濃
太
田
の
例
と
鈴
木
の
記
し
た
入
鹿
池
の
例
と
は
併
合
さ
れ

て
「
こ
の
大
川
の
附
近
に
は
、
他
に
も
さ
う
い
ふ
話
が
村
々
に
あ
る
さ
う
で

す
」
と
、
個
々
の
地
名
が
省
か
れ
て
い
た
。
歴
史
的
な
記
述
の
排
除
、
類
話

紹
介
の
削
除
の
一
方
、
子
供
向
け
に
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
漢
字
に
は
総
ふ

り
が
な
が
付
さ
れ
、
表
現
も
改
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
む
か
し
尾

張
の
井
堀
と
い
ふ
村
で
」
と
い
う
書
き
始
め
は
、「
昔
話
集
」
に
相
応
し
い

語
り
口
に
し
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
い
こ
さ
ば
い
こ
せ
」
と
呼
ば
わ
る
「
警

戒
に
出
て
居
た
某
と
云
ふ
男
」（
林
の
文
で
は
「
村
民
」
の
一
人
）
が
柳
田

の
文
で
は「
人
夫
の
中
の
一
人
」と
す
っ
き
り
と
し
た
言
い
方
に
な
っ
て
い
る
。

柳
田
が
読
み
や
す
さ
を
意
識
し
て
文
章
を
書
い
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る（

３
）。

二
、
市
橋
鐸
『
曳
馬
』
を
「
郷
土
研
究
号
」
と
す
る
事

　

市
橋
鐸
は
一
九
二
七
年
か
ら
一
九
四
一
年
ま
で
愛
知
県
小
牧
中
学
校
の

国
漢
科
の
教
員
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
柳
田
國
男
『
日
本
昔
話
集
』
を

手
に
取
っ
た
当
時
は
、
中
学
校
教
師
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
や
ろ
か
水
」
伝

説
が
誘
い
水
に
な
っ
た
の
か
、
市
橋
は
こ
の
中
学
校
で
生
徒
を
使
っ
た
資
料

収
集
を
試
み
た（

４
）。

小
牧
中
学
校
は
、
一
九
二
四
年
四
月
開
校
、
一
九
二
九

年
三
月
に
第
一
期
生
を
送
り
出
し
た
若
々
し
い
学
校
だ
っ
た
。
そ
う
し
て
、

一
九
二
七
年
四
月
に
着
任
し
た
国
漢
教
師
の
市
橋
は
一
貫
し
て
校
友
会
誌

『
曳
馬
』（
こ
の
誌
名
は
第
三
号
か
ら
で
最
初
は
『
校
友
会
雑
誌
』
と
称
し
た
）

の
「
編
輯
兼
発
行
人
」
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
。
今
、
筆
者
の
手
元
に
は
、

一
九
三
〇
年
七
月
刊
の
第
一
号
か
ら
一
九
三
八
年
一
二
月
刊
の
第
一
二
号

ま
で
の
一
〇
冊
（
第
一
、三
、四
、五
、六
、八
、九
、一
〇
、一
一
、一
二
号
）
が

あ
る
。
年
二
冊
ず
つ
の
刊
行
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
校
友
会
誌
『
曳
馬
』
が
、

市
橋
鐸
と
生
徒
た
ち
と
の
伝
説
・
伝
承
報
告
の
場
と
し
て
活
用
さ
れ
た
。

　

た
と
え
ば
、
一
九
二
八
年
一
二
月
刊
の
『
校
友
会
雑
誌
』
第
一
号
に
お
い

て
、
す
で
に
巻
末
に
「
入
鹿
物
語　

山
姥
物
語
」
と
題
し
た
全
一
〇
頁
の
記

事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
市
橋
鐸
が
所
蔵
し
て
い
た
二
書
を
中
心

に
翻
刻
し
、
頭
注
を
添
え
て
紹
介
し
た
も
の
で
、
尾
北
の
現
犬
山
市
羽
黒
、

楽
田
、
丹
羽
郡
大
口
町
一
帯
を
中
心
に
伝
え
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
鍛
冶
屋
の

婆
」
型
説
話
の
物
語
で
あ
る
（
こ
の
物
語
に
つ
い
て
、
筆
者
は
い
ず
れ
機
会

を
改
め
て
論
じ
た
い
）。
ま
た
、
一
九
三
〇
年
七
月
刊
の
『
曳
馬
』
第
三
号

に
は
「
郷
土
新
聞
第
一
号
」
と
い
う
二
頁
の
記
事
が
み
え
る
。
記
事
は
坪
内

逍
遥
の
父
、
祖
父
、
曽
祖
父
が
小
牧
出
身
で
あ
る
こ
と
を
生
徒
が
調
べ
た
と

い
う
報
告
、
近
隣
の
城
郭
や
孝
女
の
碑
の
紹
介
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
企
画
が

大
き
く
特
集
さ
れ
た
の
が
『
曳
馬
』
第
五
号
（
一
九
三
一
年
一
二
月
刊
）
で

あ
る
。
架
蔵
『
曳
馬
』
第
五
号
は
市
橋
鐸
旧
蔵
本
で
あ
り
、
表
紙
に
は
市
橋

の
朱
筆
で
「（
入
鹿
池
聞
書
）」
と
あ
る
。
表
紙
裏
上
段
の
「
目
次
」
に
は
、

「
表
紙
の
文
字
…
彦
坂
校
長
／
入
鹿
切
聞
書
／
亀
蔵
事
件
…
丹
羽
正
治
／
陶

器
と
陶
村
と
の
関
係
…
鈴
木
泰
治
／
楽
田
村
の
蜜
柑
の
研
究
…
水
野
正
夫
・

長
瀬
敬
正
・
奥
村
貴
典
／
巨
石
文
化
に
就
て
…
大
澤
八
郎
／
尾
張
富
士
石
上

祭
の
唄
…
吉
野
守
／
西
春
小
木
古
墳
群
の
現
状
…
丹
羽
次
郎
／
犬
山
巷
談

…
今
井
正
治
［
以
下
略
］」
と
あ
り
、
七
八
頁
中
六
〇
頁
が
こ
の
特
集
に
割
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か
れ
て
お
り
、
表
紙
裏
下
段
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　

郷
土
研
究
号

　

近
頃
の
流
行
を
追
う
て
ゐ
る
な
と
思
は
れ
て
は
寂
し
い
過
去
を
持
つ

私
達
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
心
を
む
け
た
の
は
、
あ
ま
り
に
も
こ
の
方
面
が

閑
却
さ
れ
て
ゐ
た
日
で
あ
つ
た
。
世
の
流
に
棹
さ
す
こ
と
を
知
ら
な
い

私
達
は
、
い
た
づ
ら
な
物
好
き
す
る
閑
人
と
冷
眼
視
さ
れ
て
き
た
。
だ

が
資
料
だ
け
は
苦
痛
を
忍
ん
で
聚
集
し
て
ゐ
た
。
時
は
移
つ
た
。
人
様

が
言
は
ね
ば
損
の
様
に
言
う
て
下
さ
る
時
代
と
な
つ
た
。

過
日
さ
ゝ
や
か
だ
つ
た
け
れ
ど
郷
土
室
在
庫
品
の
陳
列
会
を
開
い
て
世

間
的
な
の
ろ
し

0

0

0

を
あ
げ
た
私
達
は
、
さ
ら
に
曳
馬
五
号
の
本
文
を
頂
戴

し
て
、
郷
土
研
究
号
と
銘
う
つ
て
、
第
二
の
の
ろ
し

0

0

0

を
あ
げ
得
る
日
を

迎
へ
た
こ
と
を
喜
び
た
い
。

　

こ
れ
が
多
少
で
も
将
来
に
、
こ
の
地
方
郷
土
誌
の
資
料
と
な
り
得
る

な
れ
ば
幸
で
あ
る
。

　

筆
者
は
卒
業
生
、
在
校
生
の
オ
ン
パ
レ
ー
ト

（
マ
マ
）で

あ
る
。

　

掲
載
す
る
に
当
つ
て
は
多
方
面
の
も
の
を
と
い
ふ
心
組
で
選
ん
で
お

い
た
。
そ
の
成
績
に
つ
い
て
は
、
謹
ん
で
斯
界
の
先
輩
諸
先
生
の
批
判

に
待
ち
た
い
と
思
ふ
。

　

お
そ
ら
く
市
橋
が
記
し
た
の
で
あ
ろ
う（

５
）。

そ
う
し
て
、
こ
の
「
郷
土
研
究

号
」
の
中
心
が
慶
応
四
年
（
こ
の
年
は
、
九
月
に
明
治
と
改
元
）
五
月
一
三

日
払
暁
に
起
き
た
「
入
鹿
切
聞
書
」
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
「
目
次
」
順

か
ら
み
て
も
、
執
筆
量
（
一
頁
か
ら
三
七
頁
ま
で
）
か
ら
み
て
も
、
間
違
い

な
い（

６
）。

ち
な
み
に
『
曳
馬
』
第
四
号
（
一
九
三
〇
年
一
二
月
刊
）
所
載
「
郷

土
新
聞
第
二
号
」（
二
頁
分
）
で
は
、
ト
ッ
プ
記
事
が
「
入
鹿
池
溺
死
人
明

細
記
」
で
あ
り
、
第
五
号
は
、
第
四
号
の
話
題
を
発
展
さ
せ
た
も
の
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
、こ
こ
で
、鈴
木
鐸
が
一
九
一
六
年
に
寄
稿
し
た
「
や
ろ
か
水
伝
説
」

の
記
事
を
思
い
起
こ
し
た
い
。
あ
の
末
尾
に
鈴
木
は
、「
又
犬
山
か
ら
東
南

三
里
、
池
野
の
入
鹿
池
の
堤
が
明
治
元
年
に
切
れ
た
時
に
も
、「
や
ろ
か

く
」の
事
が
あ
つ
た
と
老
人
は
語
り
伝
へ
て
居
る
」と
書
き
記
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
柳
田
國
男
か
ら
「
御
礼
本
」
と
し
て
鈴
木
の
手
元
に
届
け
ら

れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
『
日
本
昔
話
集
』
で
は
、「
こ
の
大
川
の
附
近
に

は
、
他
に
も
さ
う
い
ふ
話
が
村
々
に
あ
る
さ
う
で
す
」
と
そ
っ
け
な
く
や

り
過
ご
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
柳
田
國
男
の
『
日
本
昔
話
集
』
の
刊
行

は
一
九
三
〇
年
三
月
。
市
橋
鐸
ら
の
「
入
鹿
切
聞
書
」
刊
行
は
一
九
三
一

年
一
二
月
。
こ
の
近
接
し
た
時
間
に
連
関
を
窺
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ

で
市
橋
が
目
論
ん
だ
の
は
、
柳
田
に
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
た
入
鹿
池
の
「
や

ろ
か
水
」
伝
説
を
生
徒
の
聞
き
書
き
に
よ
る
資
料
を
通
し
て
、
再
度
、
世

間
に
送
り
出
す
こ
と
だ
っ
た
ろ
う（

７
）。

三
、「
や
ろ
か
水
」
伝
説
、
じ
つ
は
「
や
ろ
か
雨
」
噂
で
あ
っ
た
事

　
　
　
―
―
名
前
と
い
う
話
型
（
一
）

　

以
下
、「
入
鹿
切
聞
書
」
の
広
範
な
内
容
か
ら
「
や
ろ
か
水
」
伝
説
に
か

か
わ
る
部
分
を
紹
介
し
、
検
討
し
た
い
。「
や
ろ
か
水
」
伝
説
は
洪
水
直
前
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の
「
や
ろ
か
」
と
呼
ば
う
予
兆
か
ら
始
ま
る
が
、
こ
れ
を
予
兆
と
し
な
い
話

も
生
徒
に
よ
っ
て
書
き
留
め
ら
れ
て
い
た
。

①
入
鹿
の
大
池
の
き
れ
る
前
に
林
三
と
い
ふ
人
の
親
が
入
鹿
池
の
方
へ
い

も
を
売
り
に
行
つ
た
時
に
雨
が
降
つ
て
い
た
。
そ
の
時
池
の
い
り
の
上

で
み
の
を
着
て
『
う
ま
い
も
の
食
べ
て
楽
し
く
暮
せ
ど
う
せ
此
の
世
は

五
月
ま
で
』
と
言
つ
て
居
つ
た
の
を
家
へ
帰
つ
て
話
し
た
そ
の
後
ぢ
き

に
池
の
つ
ゝ
み
が
き
れ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。（
小
牧
町　

鈴
木
朋
明
）

②
丁
度
三
十
日
間
の
間
雨
が
降
つ
て
池
に
は
水
が
一
ぱ
い
に
た
ま
つ
た
。
し

か
も
田
に
は
水
が
有
り
あ
ま
つ
て
水
を
出
す
事
も
出
来
ず
犬
山
の
成
瀬

家
に
願
い
出
て
土
俵
を
積
む
様
に
願
い
出
た
。
そ
こ
で
多
く
の
人
足
を

集
め
て
土
俵
を
積
み
始
め
た
、
し
か
し
雨
は
降
る
ば
か
り
で
三
十
日
頃
に

池
が
切
れ
て
水
が
あ
ふ
れ
出
た
。
こ
れ
が
池
切
れ
の
原
因
で
あ
る
。
丁

度
池
が
切
れ
る
前
に
人
足
は
富
士
山
［
尾
張
富
士
―
以
下
［　

］
内
は

高
木
注
］
に
上
つ
て
し
ま
つ
た
。
そ
し
て
陣
羽
織
を
着
た
武
士
が
箒
を

肩
に
し
て
何
処
か
に
行
つ
て
し
ま
つ
た
の
を
見
た
さ
う
だ
。
こ
れ
が
池

の
主
が
多
分
出
て
行
つ
た
ら
う
と
云
は
れ
て
居
る
、
又
或
る
一
説
に
よ

れ
ば
水
の
き
れ
る
前
に
池
面
か
ら
火
の
玉
が
上
つ
た
と
云
は
れ
て
居
る
。

こ
れ
も
池
の
主
が
出
た
と
云
は
れ
て
居
る
。（
犬
山
町　

山
口
恵
暁
）

③
そ
の
前
即
ち
入
鹿
池
氾
濫
の
前
に
東
方
に
方あ

た
つ
て
火
柱

0

0

が
立
つ
た
。
そ
れ

で
人
々
は
何
だ
か
悪
い
予
感
に
襲
は
れ
て
居
た
と
、
果
し
て
数
日
過
ぎ

て
入
鹿
池
が
氾
濫
し
て
水
が
流
れ
て
来
た
、［
中
略
］、
以
上
は
当
時
十
二

歳
で
あ
つ
た
お
ば
あ
さ
ん
の
お
話
し
。（
自
宅
の
お
ば
あ
さ
ん
な
ら
ず
）（
大

口
村　

今
枝
秀
雄
）

④
入
鹿
池
の
杁0

が
出
来
た
時
に
池
の
切
れ
る
の
を
防
ぐ
為
に
或
る
有
名
な

大
工
に
よ
り
て
二
匹
の
池
の
主
を
作
つ
て
池
の
中
に
置
か
し
め
た
。
其

の
主
は
馬
の
形
を
し
て
ゐ
た
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。
所
が
明
治
元
年
五
月

に
至
り
降
り
続
く
雨
の
為
に
池
の
水
は
だ
ん

ぐ
と
増
し
て
き
た
。
二

匹
の
主
は
二
の
み

0

0

0

に
二
間
も
水
を
飲
ん
だ
が
水
は
増
す
ば
か
り
だ
か
ら

遂
に
十
三
日
の
夜
明
方
に
雷
の
落
ち
た
や
う
な
大
き
音
を
ど
ん
、

ぐ

と
二
つ
立
て
ゝ
天
へ
上
つ
て
行
つ
た
。
主
の
昇
天
に
よ
つ
て
一
ぱ
い
は0

ば
ん
だ

0

0

0

池
の
水
は
と
う

く
つ
ゝ
み
を
切
つ
て
も
の
す
ご
く
流
れ
出
た
。

此
の
つ
ゝ
み
の
切
れ
た
為
に
数
百
人
の
人
を
溺
死
さ
せ
五
六
百
戸
の
家
の

（
マ
マ
）

流
失
さ
せ
た
。
此
の
話
は
今
で
も
当
時
災
害
を
受
け
た
お
婆
さ
ん
達
は

実
と
思
つ
て
ゐ
る
。（
羽
黒
村　

小
島
金
男
）

⑤
此
の
池
切
れ
は
左
甚
五
郎
が
作
つ
た
や
な
ぎ
の
リ
ヨ
ウ
が
出
て
ゐ
つ
た

か
ら
此
う
し
た
被
害
が
あ
つ
た
の
だ
と
言
ふ
伝
説
あ
り
リ
ヨ
ウ
は
池
の

主
。（［
羽
黒
村
］　

長
谷
川
一
郎
）

　

最
後
の
カ
ッ
コ
内
の
氏
名
が
生
徒
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
み
る
と
、「
や
ろ

か
水
」
の
原
因
を
、
蓑
を
纏
っ
た
者
の
予
言
、
箒
を
背
負
っ
た
武
士
が
去
っ

て
い
っ
た
と
い
う
目
撃
、
火
の
玉
、
火
柱
の
目
撃
、
有
名
な
大
工
の
作
っ
た

池
の
主
（
二
匹
の
馬
）
の
昇
天
、
左
甚
五
郎
の
作
っ
た
リ
ヨ
ウ
（
龍
）
が
出

て
行
っ
た
、
と
視
覚
や
聴
覚
な
ど
に
よ
っ
て
感
じ
た
こ
と
を
さ
ま
ざ
ま
に
解

釈
し
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
や
ろ
か
水
」
伝
説
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
説

の
中
の
一
つ
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
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の
言
説
の
中
か
ら
「
や
ろ
か
水
」
伝
説
が
主
流
派
、
多
数
派
の
位
置
を
占
め

て
く
る
。
そ
の
原
因
は
、
こ
の
「
入
鹿
切
」
を
土
地
の
人
々
が
言
い
慣
わ
し

て
い
た
呼
び
名
に
あ
る
こ
と
が
、
小
牧
中
学
校
の
生
徒
達
の
記
録
か
ら
仄
見

え
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
引
用
し
た
生
徒
達
の
聞
き
書
き
資
料
の
①
②

③
に
は
「
や
ろ
か
水
」
伝
説
が
説
か
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
や
ろ

か
雨
の
こ
と
」
と
い
う
題
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
（
④
は
「
入
鹿
池
の
主
」、

⑤
は
「
伝
説
」
と
題
さ
れ
て
い
る
）。
ど
う
や
ら
入
鹿
切
の
災
害
を
当
時
の

尾
北
の
人
々
は
、
長
雨
が
齎
し
た
と
い
う
原
因
か
ら
「
や
ろ
か
雨
」
と
い
う

語
で
表
わ
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
名
前
と
い
う
話
型
の
力
を
考
え
て
み
た

い（
８
）。

筆
者
は
こ
こ
ま
で
「
や
ろ
か
水
」
伝
説
と
呼
ん
で
き
た
が
、
そ
れ
は
林

塊
一
と
市
橋
鐸
と
が
『
郷
土
研
究
』
に
報
告
し
、
柳
田
國
男
が
『
日
本
昔
話

集
（
上
）』
に
掲
載
し
た
木
曽
川
の
「
洪
水
」
の
水
嵩
の
多
さ
に
由
来
す
る

伝
説
の
呼
び
名
で
あ
り
、
こ
こ
入
鹿
池
で
は
「
や
ろ
か
雨
」
伝
説
と
呼
ぶ
べ

き
だ
っ
た
ろ
う
。
口
承
を
研
究
す
る
際
に
は
、
コ
ト
バ
、
名
辞
、
呼
び
名
に

は
充
分
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
入
鹿
切
の
原
因
に
つ
い
て
さ

ま
ざ
ま
な
言
説
が
行
き
交
う
中
で
、
人
々
が
入
鹿
切
と
い
う
事
件
そ
の
も
の

を
呼
ぶ
と
き
に
「
や
ろ
か
雨
」
と
い
う
新
語
を
選
び
取
っ
て
い
き
、
そ
こ
で

人
々
は
否
応
な
し
に
「
や
ろ
か
雨
」
と
い
う
語
の
謂
わ
れ
に
つ
い
て
考
え
る

よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
仕
向
け
方
が
、

自
然
と
「
や
ろ
か
雨
」
伝
説
を
多
数
派
に
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

以
下
は
、
小
牧
中
学
校
の
生
徒
た
ち
が
報
告
し
た
「
や
ろ
か
雨
」
伝
説

で
あ
る
。

⑥
慶
応
四
年
五
月
田
植
も
す
む
か
す
ま
ぬ
、
池
切
れ
よ
り
二
十
日
程
前
の

こ
と
、
尾
張
富
士
の
頂
で
誰
だ
か
は
知
ら
ぬ
が
声
高
ら
か
に
「
や
ろ
か

く
く
く
」
と
盛
ん
に
叫
ぶ
者
が
あ
つ
た
。
み
代
の
土
手
（
池
の

堤
）
か
ら
「
い
こ
さ
ば
い
こ
せ
」
と
怒
鳴
つ
た
。
す
る
と
其
の
日
か
ら

大
雨
が
降
り
出
し
た
。
降
る
は

く
間
も
無
し
に
降
り
続
い
た
さ
う
だ

今
井
を
流
れ
て
ゐ
る
成
沢
川
は
毎
日
濁
り
水
で
一
ぱ
い
で
橋
と
い
ふ
橋

は
大
概
流
さ
れ
て
し
ま
つ
た
、
西
側
と
東
側
と
の
往
来
は
杜
絶
さ
れ
て

し
ま
つ
た
。
こ
う
い
ふ
激
烈
な
雨
降
り
が
二
十
日
間
も
続
い
た
さ
う
だ
。

先
に
富
士
山
頂
で
叫
ん
だ
者
は
神
様
で
こ
れ
は
神
様
の
仕
業
だ
と
い
ひ
、

こ
の
雨
の
事
を
『
や
ろ
か
雨
』
と
言
つ
た
。（
今
井
村　

水
野
正
夫
）

⑦
入
鹿
池
が
切
れ
そ
う
に
な
つ
た
時
池
の
主
が
大
音
響
で
や
ろ
か
！！
と
叫

ん
だ
そ
し
た
ら
他
の
池
の
神
様
が
よ
こ
さ
ば
よ
こ
せ
と
叫
び
返
し
た
次

い
て
水
が
ど
―
―
と
来
た
と
。
だ
か
ら
や
ろ
か
雨

0

0

0

0

と
云
ふ
と
の
話
（
自

宅
の
ば
あ
さ
ん
の
話
当
時
四
才
）（
大
口
村　

今
枝
秀
雄
）

⑧
世
人
は
、
此
の
雨
の
事
を
遣
ろ
う
が
雨

0

0

0

0

0

と
云
つ
た
の
だ
、
僕
の
祖
父
の
知

人
が（

マ
マ
）

「
洪
水
の
直
前
に
天
の
方
か
ら
何
だ
か
知
ら
な
い
が
怪
体
な
物
が

此
の
土
地
に
向
つ
て
遣や

ろ
う
か
、
遣
ろ
う
か
」
と
云
つ
た
怪
し
の
音
を

聞
い
た
其
処
で
祖
父
の
知
人
が（

マ
マ
）

」
よ
こ
さ
ば
、
よ
こ
せ
」
と
云
つ
て
之
に

答
へ
た
そ
う
で
あ
る
、
こ
の
事
が
あ
つ
て
か
ら
七
日
七
夜
の
間
続
い
て

降
つ
た
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
然
し
こ
の
伝
へ
も
保
証
の
限
り
で
は
な
い
、

（［
大
口
村
］　

寺
沢
幸
夫
）

　

話
を
聞
き
書
き
し
た
生
徒
の
住
む
今
井
村
（
現
犬
山
市
今
井
）
と
大
口
村
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（
現
丹
羽
郡
大
口
町
）と
は
か
な
り
距
離
が
あ
る
か
ら「
や
ろ
か
雨
」の
話
は
、

地
域
的
な
広
が
り
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、そ
の
い
ず
れ
も
が「
や

ろ
か
雨
」
と
い
う
呼
び
名
の
謂
わ
れ
を
説
明
す
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
呼
び
名

由
来
譚
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
、
さ
き
ほ
ど
の
名
前
と
い
う
話
型
へ

の
関
心
か
ら
大
い
に
注
意
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
、
ま
だ
大
切
な
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、
今
ま
で

筆
者
が
「
や
ろ
か
雨
」
を
「
伝
説
」
だ
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
に
つ
い
て
で
あ

る
。
⑥
の
話
で
は
尾
張
富
士
の
上
の
何
者
か
か
ら
か
ら
土
手
に
い
る
何
者
か

へ
の
応
答
、
⑦
の
話
は
神
同
士
の
会
話
だ
っ
た
が
、
⑧
の
話
で
は
、「
生
徒

の
祖
父
の
知
人
」
が
よ
こ
さ
ば
、
よ
こ
せ
と
言
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

現
今
の
「
伝
説
」
の
用
法
は
、
こ
う
い
う
身
近
な
人
の
体
験
談
や
伝
聞
談
を

積
極
的
に
含
ん
で
い
た
ろ
う
か
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
こ
れ
は
、
現
今
、
既
知

の
「
噂
」
や
未
知
の
「
世
間
話
」
な
ど
の
称
呼
で
迎
え
取
っ
て
い
る
も
の
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。二
〇
〇
七
年
の
我
々
か
ら
す
る
と
、一
八
六
八（
慶
応
四
）

年
は
充
分
に
伝
説
、
歴
史
の
領
域
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
一
九
三
〇
年
当
時
で

は
、
そ
れ
は
六
二
年
前
の
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
七
年

か
ら
六
二
年
前
は
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
で
あ
る
。
戦
争
に
纏
わ
る
話

の
諸
相
を
思
い
起
こ
し
た
い
。
い
ま
こ
こ
で
七
〇
歳
、
八
〇
歳
の
老
人
か
ら

聞
き
書
き
を
し
て
聞
い
た
六
二
年
前
の
話
を
、「
伝
説
」
と
い
う
称
呼
で
処

理
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、こ
の
話
は「
や
ろ
か
雨
」

伝
説
で
は
な
く
、「
や
ろ
か
雨
」
噂
な
の
だ
と
理
解
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う（

９
）。

四
、「
や
ろ
か
雨
」
噂
か
ら
「
入
鹿
切
」
噂
ま
で
輻
輳
す
る
事

　
　
　
―
―
名
前
と
い
う
話
型
（
二
）

　

そ
う
し
て
、「
や
ろ
か
雨
」
噂
の
周
囲
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の

不
思
議
な
噂
と
は
異
な
る
、
い
か
に
も
現
実
的
な
噂
も
多
く
交
わ
さ
れ
て

い
た
は
ず
で
あ
る

）
（（
（

。
小
牧
中
学
校
の
生
徒
達
の
聞
き
書
き
は
、
口
承
文
芸

研
究
に
携
わ
る
者
が
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
陥
り
が
ち
な
、
不
思
議
な
噂

に
偏
し
た
聞
き
書
き
を
し
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
先
に
掲
げ
た
②
の
記

事
の
前
半
の
、
水
を
排
出
も
で
き
ず
土
俵
を
積
み
上
げ
た
の
が
「
池
切
れ

の
原
因
」
だ
と
い
う
の
は
、
不
思
議
な
噂
に
は
入
ら
な
い
現
実
的
な
噂
だ

と
思
う
。
そ
れ
は
同
様
に
、

⑨
丁
度
五
月
の
上
旬
で
あ
る
、池
が
切
れ
る
と
云
ふ
疑
か
ら
奉
行
に
よ
つ
て
、

堤
防
の
上
に
土
俵
を
積
ん
で
居
た
、
五
月
十
二
日
の
日
当
手
当
が
つ
か

な
く
て
、
多
く
の
あ
ん
こ

0

0

0

［
土
方
の
こ
と
］
は
、
し
か
た
な
く
家
へ
帰

つ
て
来
た
、
其
の
日
か
ら
丁
度
地
震
の
如
く
、
ゆ
す
つ
て
ご
う

く
と

う
な
つ
て
居
た
。
十
三
日
午
前
二
時
、
す
さ
ま
じ
い
勢
を
以
て
池
は
き

れ
て
し
ま
つ
た
。（［
羽
黒
村
］　

河
村
行
雄
）

⑩
切
れ
る
前
一
週
間
ど
し
や
ぶ
り
に
降
つ
た
。
当
時
杁
が
一
本
で
あ
つ
た
の

で
九
十
八
谷
か
ら
出
る
水
は
刻
々
増
す
ば
か
り
で
ど
う

ぐ
と
音
を
た

て
ゝ
ゐ
た
の
で
堤
防
を
壊
は
す
話
し
は
出
た
が
神
尾
の
地
主
田
地
の
悪

な
る
を
恐
れ
て
昼
夜
堤
防
の
上
に
土
俵
を
し
後
に
は
土
俵
し
に
出
な
い

者
は
罰
金
を
取
ら
れ
た
が
五
月
二
十
六
日
？
（
里
芋
の
葉
が
ひ
ら
い
た
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〈声〉の採集者列伝・市橋鐸

頃
）
八
つ
時
分
堤
防
決
壊
し
た
。（［
羽
黒
村
］　

長
谷
川
一
郎
）

⑪
入
鹿
の
池
の
さ
し
わ
た
し
は
半
里
で
あ
る
、
小
牧
代
官
、
水
野
代
官
両
方

で
普
請
を
し
た
、
小
牧
代
官
は
め
つ
た

0

0

0

［
滅
多
カ
］
の
人
で
堤
防
が
切

れ
そ
う
に
な
つ
て
も
逃
げ
よ
と
い
ふ
こ
と
を
云
は
な
ん
だ
か
ら
多
く
の

人
が
死
ん
だ
。（［
千
秋
村
］
青
山
勇
）

の
生
徒
の
聞
き
書
き
も
不
思
議
な
噂
と
い
う
よ
り
は
、
現
実
的
な
噂
と
い
え

よ
う
。
た
と
え
ば
、
⑨
の
地
震
の
よ
う
に
揺
れ
て
音
が
し
た
、
⑩
の
音
を
立

て
て
い
た
と
い
う
話
は
、
事
件
当
時
の
杁い

り
守
り
だ
っ
た
天
野
浅
右
衛
門
の
書

き
残
し
た
「
入
鹿
池
諸
事
書
留
帳
」（『
曳
馬
』
第
五
号
に
翻
刻
）
中
の
「
其

十
二
日
夜
七
ツ
時
よ
り
地
ひ
ゞ
き
の
い
た
す
に
お
ど
ろ
き
入
」
に
合
致
す
る

し
、
人
足
を
雇
っ
て
「
か
さ
置
」
を
し
た
と
の
記
述
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

⑩
の
神
尾
の
地
主
が
田
が
悪
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
と
の
話
や
、
⑪
の
小
牧

代
官
の
処
置
の
ま
ず
さ
が
犠
牲
者
を
多
く
し
た
と
の
話
は
文
献
記
録
か
ら

は
確
認
で
き
な
い
の
で
こ
こ
で
は
現
実
的
な
噂
と
し
て
捉
え
て
お
く
。

　

こ
れ
ら
の
現
実
的
な
噂
で
は
②
「
池
切
れ
」、
⑨
「
池
が
切
れ
る
」、

⑩
「
決
壊
」、⑪
「
堤
防
が
切
れ
そ
う
に
」
な
ど
と
、「
切
れ
る
」
も
し
く
は
「
決

壊
」と
い
う
堤
が
切
れ
る
こ
と
を
指
す
語
が
用
い
ら
れ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
も
と
も
と
の
伝
承
者
の
用
い
た
語
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
生
徒
の

記
述
に
際
し
て
用
い
た
語
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
時

点
で
、
た
と
え
無
意
識
的
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
現
実
的
な
噂
を
話

型
と
し
て
括
る
と
き
に
選
び
取
ら
れ
た
語
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
し

て
、
こ
れ
ら
の
現
実
的
な
噂
は
長
雨
と
い
う
不
思
議
な
現
象
か
ら
命
名
さ
れ

た
「
や
ろ
か
雨
」
噂
で
は
な
く
、
池
が
切
れ
た
現
象
に
重
き
を
置
き
、
人
事

へ
の
興
味
も
含
ん
だ
、
入
鹿
池
と
い
う
人
工
の
溜
池
へ
の
興
味
か
ら
選
ば
れ

た
だ
ろ
う
名
辞
、「
入
鹿
切
」
噂
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

か
く
し
て
、
①
か
ら
⑪
に
及
ぶ
さ
ま
ざ
ま
な
噂
の
群
れ
は
、
そ
の
一
つ
の

噂
だ
け
で
は
話
の
場
が
持
ち
こ
た
え
ら
れ
ず
、
人
々
が
異
な
る
噂
を
互
い
に

聞
か
せ
聞
か
せ
ら
れ
し
つ
つ
交
錯
、
輻
輳
し
て
い
く
中
で
、
話
の
場
も
活
気

を
呈
し
て
、
噂
の
全
体
に
よ
っ
て
あ
の
と
き
の
出
来
事
が
、
あ
る
時
は
「
や

ろ
か
雨
」
噂
に
偏
し
つ
つ
、
ま
た
あ
る
時
は
「
入
鹿
切
」
噂
に
偏
し
つ
つ
、

ま
た
あ
る
時
は
そ
の
お
互
い
が
拮
抗
し
つ
つ
…
、
幾
度
も
幾
度
も
人
々
の
口

か
ら
出
で
耳
に
入
り
を
繰
り
返
し
て
、
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
印
象
的
な
呼

び
名
と
そ
れ
に
纏
わ
る
印
象
的
な
出
来
事
と
が
人
々
の
脳
裏
に
留
め
ら
れ
記

憶
さ
れ
、
断
片
の
寄
せ
集
め
か
ら
集
団
的
な
纏
ま
り
へ
と
、
ふ
わ
ふ
わ
と
揺

れ
動
く
噂
の
群
れ
か
ら
一
定
の
秩
序
を
有
す
る
歴
史
的
な
言
説
す
な
わ
ち
伝

説
の
群
れ
へ
と
連
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
一
方
、「
入

鹿
池
聞
書
」の
文
字
群
は
、こ
れ
ら
の
噂
を
伝
説
化
す
る
い
と
な
み
で
も
あ
っ

た
ろ
う
。

　

市
橋
鐸
が
生
徒
達
に
出
し
た
宿
題
の
成
果
を
纏
め
た『
曳
馬
』第
五
号「
郷

土
研
究
号
」
就
中
「
入
鹿
切
聞
書
」
の
話
群
を
紐
解
き
な
が
ら
、
数
多
の
噂

を
幅
広
く
集
め
た
資
料
の
性
質
の
検
討
と
そ
の
活
用
法
す
な
わ
ち
読
み
方

の
一
端
を
ば
示
そ
う
と
し
た
。
市
橋
が
試
み
た
、
こ
れ
ら
の
一
見
雑
多
に
も

思
わ
れ
る
資
料
の
提
示
の
し
方
は
、
じ
つ
は
、
い
ま
こ
こ
に
お
い
て
も
充
分

に
検
討
に
値
す
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
筆
者
が
試
み
た
資
料
の
読
み
方
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は
、
た
と
え
ば
、
か
つ
て
い
く
つ
か
の
大
学
で
活
発
に
活
動
し
て
い
た
学
生

研
究
会
に
よ
る
記
録
や
資
料
集
を
再
評
価
す
る
た
め
の
指
標
の
一
つ
に
な

り
得
な
い
だ
ろ
う
か

）
（（
（

。
以
上
が
、「
郷
土
研
究
の
盛
ん
な
る
今
日
、
こ
の
一

編
が
如
何
な
る
反
響
を
呼
び
起
す
か
、
ほ
ゝ
笑
み
な
が
ら
、
そ
れ
を
待
ち
た

い
と
思
ふ
」
と
述
べ
た
一
九
三
一
年
の
市
橋
鐸
に
対
す
る
、
七
六
年
後
に
尾

北
の
地
に
勤
務
す
る
者
か
ら
の
さ
さ
や
か
な
感
想
で
あ
る
。

注（
1
）	『
郷
土
研
究
』第
四
巻
第
一
二
号（
一
九
一
六
、郷
土
研
究
社
）所
載「「
郷

土
研
究
」
寄
稿
者
及
び
通
信
者
芳
名
」
に
鈴
木
鐸
の
名
前
が
あ
る
。

な
お
、『
郷
土
研
究
』
第
一
巻
第
一
号
は
巻
頭
か
ら
順
に
、
高
木
敏

雄
「
郷
土
研
究
の
本
領
」、
川
村
杏
樹
「
巫
女
考
」、
久
米
長
目
「
山

人
外
伝
資
料
」、
赤
峯
太
郎
「
今
昔
物
語
の
研
究
」
の
四
論
文
が
掲

載
さ
れ
た
。
川
村
、
久
米
は
柳
田
の
筆
名
、
赤
峯
は
高
木
の
筆
名
で

あ
る
（
赤
峯
を
中
山
太
郎
と
す
る
は
誤
り
）。
本
格
的
論
文
で
本
名

を
名
乗
っ
た
の
は
高
木
の
み
、
創
刊
号
か
ら
の
読
者
・
鈴
木
鐸
に
取
っ

て
高
木
は
大
き
な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
た
ろ
う
。
ま
た
、
高
木
敏

雄
『
日
本
伝
説
集
』
の
郷
土
研
究
社
版
は
、
表
紙
に
「
分
類
総
目
次

解
説
索
引
附
」
と
い
う
副
題
が
付
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
副
題
の
も
た

ら
す
伝
説
研
究
の
集
大
成
ら
し
き
趣
に
よ
っ
て
も
、
鈴
木
鐸
に
は
高

木
敏
雄
の
伝
説
研
究
が
大
き
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
だ
ろ
う
。

（
2
）	

架
蔵
『
日
本
昔
話
集
』
に
よ
っ
た
。
本
書
は
、
石
井
正
己
が
「
解
題
」

（『
柳
田
國
男
全
集
』
第
五
巻
、
一
九
九
八
、
筑
摩
書
房
）
で
「
異
装

本
」
と
名
づ
け
て
い
る
体
裁
の
も
の
で
あ
り
、
石
井
は
資
料
な
ど
に

協
力
し
た
人
々
へ
の
「
御
礼
本
」
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
本
書
に
は

市
橋
鐸
の
蔵
書
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
石
井
に
従
え
ば
、
柳
田
國
男

か
ら
市
橋
鐸
に
、「
や
ろ
か
水
」
の
話
を
提
供
し
た
こ
と
へ
の
「
御
礼
」

と
し
て
贈
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

（
3
）	

だ
が
、
こ
の
話
は
伝
説
臭
さ
が
抜
け
ず
、
角
川
文
庫
改
訂
版
『
日
本

の
昔
話
』（
一
九
六
〇
）
で
は
、
削
除
さ
れ
た
。

（
4
）	

市
橋
鐸
「
序
」（
福
田
祥
男
『
増
補
愛
知
県
伝
説
集
』
一
九
七
四
、

名
古
屋
泰
文
堂
）
に
よ
れ
ば
、
小
牧
中
学
校
に
趣
味
が
同
じ
な
同
僚

が
い
た
の
で
、
全
生
徒
の
宿
題
に
し
て
伝
説
を
集
め
さ
せ
、「
す
で

に
他
の
本
に
発
表
さ
れ
て
い
る
話
は
避
け
る
こ
と
」「
短
か
く
て
も

よ
い
か
ら
、
爺
さ
ん
や
婆
さ
ん
か
ら
直
接
聞
い
て
、
そ
の
方
の
名
前

と
年
齢
を
書
き
添
え
る
こ
と
」
な
ど
を
留
意
さ
せ
た
と
い
う
。
ま
た
、

そ
の
成
果
は
「
交
友
会
誌
に
発
表
、
さ
ら
に
そ
れ
だ
け
を
抜
刷
し
て

「
尾
北
巷
談
」
と
題
し
て
刊
行
し
」、「
こ
こ
の
学
校
で
は
五
冊
ほ
ど

こ
の
種
の
抜
刷
を
出
し
た
と
覚
え
て
い
る
」
と
い
う
。

（
5
）	

引
用
文
中
の
「
郷
土
室
」
に
つ
い
て
、
市
橋
は
「
郷
土
室
を
つ
く
っ

た
り
、
刊
行
物
を
出
し
た
り
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
（「
自
分
だ
け

の
長
寿
法
」（『
傘
寿
』
一
九
七
三
、
自
刊
））。

（
6
）	「
入
鹿
切
聞
書
」
冒
頭
の
「
は
し
が
き
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。「
〇
尾
張
の
国
の
東
北
隅
、
黒
平
、
本
宮
、
小
富
士
の
山
々

に
と
り
か
こ
ま
れ
て
ゐ
る
入
鹿
池
を
壊
滅
し
た
時
の
災
害
状
況
の
聞

書
で
あ
る
。
／
〇
明
治
元
年
（
慶
応
四
年
九
月
改
元
）
の
こ
と
故
、
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実
際
を
見
聞
せ
ら
れ
た
方
々
も
多
い
。
そ
の
方
々
に
お
聴
き
し
て
の

記
録
、
そ
の
ま
ゝ
の
報
告
が
中
心
を
な
し
て
ゐ
る
。
／
〇
第
一
編
は

入
鹿
池
の
概
念
を
知
つ
て
頂
く
為
の
も
の
、
第
二
編
は
故
老
の
覚
書
、

第
三
編
は
生
徒
達
の
聞
書
、
第
四
、五
編
は
関
係
文
書
の
翻
刻
で
あ

る
。
／
〇
入
鹿
切
を
主
題
と
す
る
た
め
に
杁
そ
の
も
の
に
就
い
て
の

文
献
は
は
ぶ
い
た
。
資
料
が
な
い
の
で
は
な
い
。
立
派
に
た
く
さ
ん

現
存
し
て
る
が
、
本
聞
書
が
中
心
を
失
ふ
た
め
と
頁
数
と
の
関
係
で

割
愛
し
た
。
／
〇
本
聞
書
は
入
鹿
切
資
料
と
し
て
は
最
初
の
文
献
で

あ
る
。
本
校
生
徒
の
す
べ
て
が
そ
の
災
害
を
知
つ
て
ゐ
る
事
実
と
、

か
つ
又
一
方
に
は
入
鹿
池
の
恩
恵
を
受
け
て
ゐ
る
状
態
よ
り
、
こ
の

試
み
は
効
果
あ
り
、
意
義
あ
る
も
の
と
信
ず
る
。
／
〇
郷
土
研
究
の

盛
ん
な
る
今
日
、こ
の
一
編
が
如
何
な
る
反
響
を
呼
び
起
す
か
、ほ
ゝ

笑
み
な
が
ら
、
そ
れ
を
待
ち
た
い
と
思
ふ
。（
た
く
）」。
市
橋
鐸
の

意
気
込
み
が
伝
わ
っ
て
く
る
文
章
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、「
入
鹿
切
」

に
つ
い
て
、
市
橋
鐸
は
少
年
時
代
、
近
所
の
小
野
木
鉦
三
翁
の
体
験

談
を
聞
い
て
い
た
。
こ
の
「
入
鹿
切
聞
書
」
第
二
編
に
は
、
翁
自
身

の
手
に
な
る
「
小
野
木
鉦
三
翁
手
記
」
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）	

た
だ
し
、
注
６
に
掲
げ
た
「
は
し
が
き
」
に
あ
る
よ
う
に
、
入
鹿
池

は
木
曽
川
よ
り
も
小
牧
中
学
校
の
生
徒
の
通
学
地
域
に
近
く
、
生
徒

に
馴
染
み
の
あ
る
池
だ
っ
た
こ
と
も
大
き
い
。
小
牧
中
学
校
の
生
徒

を
使
っ
た
資
料
蒐
集
が
よ
り
容
易
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
大
き
く
関
係

し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
入
鹿
池
は
、
現
在
の
愛
知
県
犬
山
市
池
野

（
野
外
博
物
館
の
明
治
村
が
隣
接
）
に
あ
る
寛
永
五
年
築
造
の
尾
北

随
一
（
満
濃
池
と
同
じ
規
模
）
の
溜
池
で
あ
る
。
入
鹿
切
と
は
、「
入

鹿
切
聞
書
」
第
一
編
「
入
鹿
池
」
に
よ
る
と
、
一
八
六
八
（
慶
応
四
）

年
四
月
上
旬
か
ら
の
長
雨
に
よ
り
五
月
一
三
日
払
暁
に
池
が
決
壊
し

た
も
の
で
、
流
失
家
屋
八
〇
七
、
浸
水
家
屋
一
〇
一
七
〇
九
、
死
者

九
四
一
、
負
傷
者
一
四
七
一
、
流
没
耕
地
八
四
八
〇
町
五
反
二
〇
歩

の
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。

（
8
）	

高
木
史
人
「
悦
ば
し
き
話
型
」（
高
木
信
・
安
藤
徹
編
『
テ
ク
ス
ト

へ
の
性
愛
術
』
二
〇
〇
〇
、森
話
社
）
に
お
い
て
「
名
前
と
い
う
話
型
」

を
考
え
た
。

（
9
）	

た
だ
し
、
伝
説
と
世
間
話
や
噂
と
は
重
複
す
る
要
素
も
あ
る
。

（
10
）	

不
思
議
な
噂
と
現
実
的
な
噂
と
は
、
立
論
上
相
対
的
に
名
づ
け
た
も

の
で
あ
る
。
矢
野
敬
一
に
よ
る
と
、
新
潟
県
の
あ
る
村
落
で
は
、
大

正
時
代
あ
る
家
が
裕
福
に
な
っ
た
こ
と
を「
異
人
殺
し（
座
頭
殺
し
）」

の
不
思
議
な
噂
で
説
明
す
る
一
方
、
そ
の
家
の
中
で
は
先
代
当
主
の

「
倹
約
力
行
」
の
た
め
と
説
明
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は

先
代
当
主
が
家
業
（
林
業
）
に
関
す
る
情
報
収
集
ル
ー
ト
（
材
木
相

場
の
逸
早
い
動
向
な
ど
）
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
く
、「
倹
約

力
行
」
も
現
実
的
な
噂
の
一
つ
だ
っ
た
と
い
う
（
矢
野
敬
一
「「
家
」

の
盛
衰
―
―
「
異
人
殺
し
」
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
―
―
」（『
口
承
文
芸

研
究
』
第
十
五
号
、
一
九
九
二
、
日
本
口
承
文
芸
学
会
）。

（
11
）	
國
學
院
大
學
民
俗
文
学
研
究
会
・
國
學
院
大
學
説
話
研
究
会
Ｏ
Ｂ
有

志
編
『
学
生
研
究
会
に
よ
る
昔
話
研
究
の
50
年
』
二
〇
〇
五
、
自
刊

（
た
か
ぎ
・
ふ
み
と
／
名
古
屋
経
済
大
学
）


