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◆ キーワード　清明祭、ソウシ（双紙）、大雑書、書物、宗教的職能者

南
島
に
お
け
る
陰
陽
道
系
説
話
の
展
開

小 

池
　
淳 

一

一　

は
じ
め
に
―
陰
陽
道
系
説
話
の
定
義
と
そ
の
視
角

　

陰
陽
道
は
日
本
で
成
立
し
た
呪
術
的
宗
教
体
系
で
あ
る
が
、
そ
の
要
素

は
中
国
の
陰
陽
五
行
説
や
道
教
に
起
因
す
る
も
の
が
多
く
、
中
国
文
化
と

の
区
別
が
つ
き
に
く
い
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
特
に
民
俗
文
化
に
流
入
し

た
陰
陽
道
に
つ
い
て
は
、
そ
の
傾
向
が
強
い
。
奄
美
・
沖
縄
と
い
っ
た
南

島
の
島
々
に
お
け
る
陰
陽
道
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
に
こ
の
点
は
注
意

が
必
要
で
あ
る
。

　

本
稿
は
そ
う
し
た
南
島
に
お
け
る
陰
陽
道
の
存
在
の
様
態
と
そ
の
展

開
の
特
色
を
説
話
に
着
目
し
て
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は

こ
れ
ま
で
陰
陽
道
系
の
説
話
や
陰
陽
道
書
の
書
写
等
に
注
目
す
る
こ
と

で
、
陰
陽
道
の
民
俗
文
化
へ
の
浸
透
過
程
を
考
察
し
て
き
た
［
小
池

一
九
九
三
、二
〇
〇
一
ほ
か
］。
こ
こ
で
は
そ
の
両
方
の
視
点
を
統
合
す
る

こ
と
を
意
識
し
つ
つ
、
南
島
の
陰
陽
道
系
説
話
の
様
相
に
検
討
を
加
え
て

み
た
い
。

　

こ
こ
で
い
う
陰
陽
道
系
説
話
と
は
広
義
に
は
陰
陽
道
に
関
わ
る
全
て
の

説
話
を
さ
す
が
、
狭
義
に
は
『
簠
簋
抄
』
収
載
の
、
な
か
で
も
由
来
（「
三

国
相
伝
簠
簋
金
烏
玉
兎
集
之
由
来
」）
の
説
話
を
さ
す
。
こ
れ
に
注
目
す
る

の
は
『
簠
簋
』
そ
の
も
の
が
、
近
世
以
降
、
広
く
版
行
さ
れ
、
知
ら
れ
た

陰
陽
道
書
で
あ
り
、
そ
の
書
物
の
由
来
を
説
く
こ
の
説
話
が
前
近
代
に
お

け
る
陰
陽
道
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
認
識
を
集
約
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
ま
ず
最
初
に
こ
の
『
簠
簋
』
由
来
の
説
話
（
以
下
、「
由
来
」
と

略
記
す
る
）
の
内
容
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
の
説
話
は
、
陰
陽
道
独
自

の
も
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
話
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
説
話
や
注

釈
、
あ
る
い
は
口
頭
で
の
伝
承
を
含
み
込
ん
で
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
編
成
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
指
摘
す
る

に
と
ど
め
て
お
く
（
１
）。

　
「
由
来
」
は
以
下
の
よ
う
な
説
話
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

①
天
竺
か
ら
唐
へ
の
伝
来
。
文
殊
菩
薩
か
ら
伯
道
上
人
へ
。

　

②
唐
か
ら
日
本
へ
の
伝
来
。
吉
備
真
備
が
鬼
神
と
な
っ
た
安
倍
仲
丸
や
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長
谷
寺
の
観
音
の
援
助
に
よ
っ
て
難
題
を
克
服
し
（
２
）、

安
倍
の
童
子
に
伝
え

る
。

　

③
常
陸
に
場
を
移
し
（
３
）、

竜
宮
か
ら
の
伝
来
が
語
ら
れ
る
。
安
倍
の
童
子

は
亀
を
助
け
て
竜
宮
へ
赴
き
、
石
の
匣
と
烏
薬
を
得
る
。

　

④
「
聴
耳
」。
安
倍
の
童
子
は
烏
の
囀
り
を
人
語
に
聴
き
、
天
皇
の
病
気

の
原
因
を
知
り
、
治
癒
に
成
功
し
て
安
倍
清
明
と
名
乗
る
。

　

⑤
「
狐
女
房
（
信
太
妻
）」。
清
明
の
母
親
は
狐
で
和
歌
を
残
し
て
去
る
。

　

⑥
道
満
と
の
争
い
Ⅰ
。
清
明
加
持
に
よ
り
柑
子
を
鼠
に
変
え
て
勝
つ
。

　

⑦
「
九
尾
の
狐
（
殺
生
石
）」。
犬
御
（
追
）
物
、
玄
能
の
由
来
。

　

⑧
道
満
と
の
争
い
Ⅱ
。
清
明
が
伯
道
の
下
で
修
行
中
に
道
満
は
清
明
の

妻
と
密
通
し
、
書
物
を
盗
み
写
し
て
、
帰
っ
て
き
た
清
明
を
倒
す
。
そ
れ

を
知
っ
た
伯
道
が
清
明
を
再
生
さ
せ
仇
を
と
る
。

　

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
「
由
来
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
話
集
所
載

の
説
話
や
口
承
文
芸
研
究
に
お
い
て
よ
く
知
ら
れ
た
話
型
を
取
り
込
ん
で

お
り
、
個
々
の
説
話
の
系
譜
や
位
相
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
と
と

も
に
、
こ
れ
ら
を
一
続
き
の
も
の
と
し
―
随
所
に
破
綻
は
あ
る
が
―
、
中

世
か
ら
近
世
初
め
に
か
け
て
陰
陽
道
書
『
簠
簋
』
の
由
来
と
位
置
づ
け
ら

れ
た
こ
と
を
こ
こ
で
は
重
視
し
た
い
。
い
わ
ば
、
こ
れ
ら
の
説
話
（
群
）

は
陰
陽
道
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
宗
教
文
化
史
的
な
意
味
を
持
つ
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

　

以
下
、
こ
う
し
た
視
角
か
ら
、
沖
縄
の
先
島
地
方
に
お
け
る
年
中
行
事

の
由
来
譚
と
陰
陽
道
系
説
話
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
、
次
い
で
奄

美
群
島
の
な
か
で
も
喜
界
島
に
お
け
る
ソ
ウ
シ
（
双
紙
）
由
来
譚
の
位
相

と
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
検
討
を

通
し
て
、
南
島
に
お
け
る
陰
陽
道
系
説
話
の
伝
承
が
示
す
意
味
に
つ
い
て

明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

二　

清
明
祭
と
そ
の
由
来
譚

　
「
由
来
」
の
説
話
群
の
な
か
で
も
印
象
深
い
の
は
⑧
の
道
満
と
清
明
と
の

二
度
目
の
争
い
で
あ
る
。
種
々
の
説
話
を
経
た
上
で
の
結
末
に
位
置
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
部
分
が
伝
承
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
も
の
の
、

各
地
に
伝
わ
り
独
自
の
展
開
を
呈
し
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

既
に
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
⑧
の
説
話
を
、
三
番
叟
と
和
尚
と

の
争
い
に
読
み
換
え
た
の
が
青
森
県
下
北
半
島
の
民
俗
芸
能
で
あ
る
能
舞

「
三
番
叟
」
の
由
来
譚
で
あ
っ
た
。
下
北
半
島
の
東
通
村
域
を
中
心
に
広
く

伝
承
さ
れ
て
い
る
能
舞
は
里
修
験
が
深
く
関
与
し
て
い
る
山
伏
神
楽
で
あ

る
。
そ
の
中
で
も
重
視
さ
れ
る
「
三
番
叟
」
の
主
人
公
の
サ
ン
バ
（
三
番

叟
）
の
面
が
黒
く
、
顎
が
可
動
式
に
な
っ
て
い
る
点
を
説
明
す
る
際
の
説

話
が
⑧
に
あ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
度
死
ん
で
再
生
す
る
主
人
公
が
晴

明
か
ら
三
番
叟
に
、
敵
役
が
道
満
か
ら
和
尚
に
、
さ
ら
に
主
人
公
を
再
生

さ
せ
る
人
物
と
し
て
伯
道
が
翁
へ
と
変
化
し
て
い
る
［
小
池　

一
九
九
三

　

六
八
～
七
二
］。

　

こ
の
説
話
は
芸
能
の
上
演
に
携
わ
る
人
々
や
そ
れ
ら
を
見
る
村
人
た
ち

の
間
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
芸
能
そ
の
も
の
と
密
接
に
関
わ
り
な
が
ら
伝

承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
陰
陽
道
系
説
話
が
こ
の
地
域
の
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芸
能
の
担
い
手
で
あ
っ
た
里
修
験
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
、
変
形
し
て
い
っ

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
説
話
の
変
化
に
担
い
手
の
歴
史
的
文
化

的
な
位
相
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
型
の
昔
話
は
本
州
で
は
青
森
、
福
島
、
新
潟
な
ど
に
点
在
す
る
一

方
で
、
沖
縄
に
も
集
中
的
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
［
小
池　

一
九
九
三　

七
三
］。
沖
縄
で
の
伝
承
を
改
め
て
整
理
し
て
み
る
と
、
管
見
の
範
囲
で
は

次
の
表
の
よ
う
な
広
が
り
を
示
し
て
い
る
。

　

注
目
す
べ
き
な
の
は
、
那
覇
市
田
原
で
の
伝
承
を
除
く
と
、
先
島
地
方

を
は
じ
め
と
す
る
離
島
部
に
比
較
的
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

ま
た
主
人
公
の
清
明
の
名
を
清
明
祭
を
は
じ
め
と
す
る
行
事
の
由
来
と
結

び
つ
け
た
語
り
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
も
重
要
な
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
南
島
、
と
り
わ
け
沖
縄
県
域
で
は
、
陰
陽
道
系
説
話
の
な
か
で
も

⑧
の
も
の
が
、
そ
の
骨
格
、
話
型
を
維
持
し
な
が
ら
も
独
自
の
分
布
を
呈

し
、
さ
ら
に
年
中
行
事
の
由
来
を
述
べ
る
と
い
う
独
自
の
社
会
的
な
機
能

を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
が
南
島
に
お
け
る
こ
の
種
の
説

話
の
位
相
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
ま
ず
、そ
の
内
容
を
確
認
し
て
み
た
い
。
岩
瀬
博
ら
に
よ
る
『
与

那
国
の
昔
話
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
清
明
祭
の
由
来
」
で
あ
る
。

昔
、
と
ぅ
ん
。

昔
、
晴
明
と
い
う
祭
り
の
話
を
す
る
か
ら
聞
い
て
く
だ
さ
い
。

　

晴
明
と
い
う
の
は
、
昔
、
晴
明
と
い
う
人
と
、
ト
ゥ
ブ
ン
コ
と
い

い
な
さ
る
人
二
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
二
人
の
人

は
沖
縄
中
で
一
番
頭
の
良
い
人
で
あ
り
な
さ
っ
た
そ
う
だ
。
そ
の
二

人
が
争
い
を
し
て
、

 「
こ
の
島
は
、
私
が
治
め
る
の
だ
」

 

「
私
が
治
め
る
の
だ
」
と
二
人
で
争
っ
て
い
た
と
い
う
が
、
晴
明
と

い
う
人
が
、
そ
ん
な
事
は
で
き
な
い
と
神
様
の
所
に
行
っ
て
、
こ
の

晴
明
と
い
う
本
を
習
っ
て
き
て
は
じ
め
て
島
を
治
め
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
な
さ
っ
て
、
天
に
上
っ
て
い
っ
て
、
神
様
に
習
お
う
と
し

て
、
行
き
な
さ
っ
た
が
、
そ
の
晴
明
と
い
う
人
は
、
妻
は
家
に
置
い

て
、そ
の
晴
明
と
い
う
本
を
か
つ
い
で
、天
に
習
い
に
と
上
り
な
さ
っ

た
が
、（
中
略
）
そ
の
時
に
、
天
に
行
く
前
に
ト
ゥ
ブ
ン
コ
と
賭
け

伝
承
地

仇
の
名
前
・

属
性

結
果

出
典

沖
縄
県
島
尻
郡
粟
国

村
西

ヒ
ガ
ン

清
明
と
彼
岸
の
由
来

沖
縄
民
俗
15

沖
縄
県
那
覇
市
田
原

妻
の
愛
人

清
明
の
は
じ
ま
り

那
覇
の
民
話
資

料
１
小
禄
地
区

沖
縄
県
宮
古
郡
伊
良

部
村

姦
夫

犬
の
肝
臓
を
清
明
に
移

植

伊
良
部
村
史

沖
縄
県
宮
古
郡
多
良

間
村

マ
フ
ダ
大
時

ヤ
モ
リ
は
鶏
に
食
べ
ら

れ
る

多
良
間
の
民
話

沖
縄
県
宮
古
郡
多
良

間
村

ウ
プ
ト
ゥ
キ

ヤ
モ
リ
と
鶏
は
仇
同
士
多
良
間
の
民
話

沖
縄
県
八
重
山
郡
与

那
国
町
久
部
良

ト
ゥ
ブ
ン
コ

清
明
祭
り
の
は
じ
ま
り
与
那
国
の
昔
話

沖
縄
県
八
重
山
郡
与

那
国
町
祖
納

ソ
ブ
ン
コ

三
十
三
年
の
焼
香
の
は

じ
ま
り
、
清
明
？

与
那
国
の
昔
話

沖
縄
県
八
重
山
郡
与

那
国
町
比
川

十
六
日

晴
明
が
時
を
分
け
る
、

清
明
祭

与
那
国
の
昔
話
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事
を
し
て
、
晴
明
と
い
う
人
と
。

 
「
自
分
が
晴
明
の
本
を
天
か
ら
習
っ
て
き
た
ら
、
ど
う
す
る
か
、
ま

た
習
っ
て
こ
な
け
れ
ば
ど
う
す
る
」
と
賭
け
を
し
て
か
ら
行
っ
た
と

い
う
が
、
そ
の
賭
け
に
、
だ
れ
が
負
け
て
も
、
負
け
た
人
の
首
を
取

る
と
の
賭
け
を
し
て
い
た
の
で
、
帰
っ
て
き
て
そ
の
夜
寝
て
い
る
と
、

妻
は
晴
明
が
い
な
い
間
に
、
ト
ゥ
ブ
ン
コ
が
だ
ま
し
て
妻
に
し
て
い

る
と
こ
ろ
へ
、
夫
が
帰
っ
て
き
て
、
そ
の
夜
寝
て
い
る
間
に
、
妻
が

晴
明
の
本
を
盗
み
、
夫
の
持
っ
て
き
た
物
を
ト
ゥ
ブ
ン
コ
に
書
き
写

さ
せ
て
お
い
て
、
ま
た
、
今
夜
が
開
け
た
の
で
ト
ゥ
ブ
ン
コ
が
、

 「
さ
あ
ー
、お
前
が
習
っ
て
く
る
と
言
っ
た
物
、何
を
習
っ
て
来
た
か
」

と
言
っ
た
の
で
、

 「
私
は
晴
明
の
本
を
習
っ
て
き
た
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、

 「
じ
ゃ
、
ど
ん
な
物
か
」
と
言
っ
た
の
で
、

 

「
じ
ゃ
、
こ
ん
な
物
だ
」
と
出
す
と
、
そ
れ
は
そ
の
夜
の
う
ち
に
、

妻
が
盗
ん
で
ト
ゥ
ブ
ン
コ
に
書
か
せ
た
か
ら
、

 「
私
に
も
そ
ん
な
本
は
あ
る
。そ
ん
な
物
は
親
た
ち
も
と
っ
く
に
知
っ

て
い
る
。
な
あ
に
、
そ
ん
な
物
だ
っ
た
ら
、
お
前
の
負
け
だ
か
ら
、

お
前
の
首
を
と
る
」
と
言
っ
て
い
る
う
ち
に
、

　

神
様
が
天
か
ら
ご
ら
ん
に
な
っ
て
い
て
、
降
り
て
こ
ら
れ
て
、「
お

前
は
誰
か
ら
習
っ
た
物
か
」
と
尋
ね
た
か
ら
、
何
も
返
答
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
て
、
負
け
た
と
言
っ
て
、
ト
ゥ
ブ
ン
コ
と
自
分
の
妻
は

一
緒
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
ト
ゥ
ブ
ン
コ
と
一
緒
に
晴
明
の
妻
の
首

も
と
っ
て
、
二
人
と
も
首
を
と
っ
て
捨
て
、
そ
れ
か
ら
帰
っ
て
き
た

お
礼
し
に
と
、
天
に
行
く
時
に
、
口
の
き
け
な
か
っ
た
女
の
子
が
初

め
て
物
を
言
っ
て
、

 

「
私
が
あ
な
た
の
妻
に
な
り
ま
す
」
と
、「
私
は
そ
の
人
を
夫
に
し
ま

す
」
と
は
じ
め
て
物
を
言
い
、
夫
婦
に
な
っ
て
、
た
い
へ
ん
大
物
に

な
り
、
島
中
の
行
い
は
晴
明
に
は
じ
ま
っ
た
の
だ
と
、
そ
の
ひ
と
を

拝
む
の
が
、
清
明
祭
り
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
話
し
だ
と
さ
。

　

清
明
祭
り
と
い
う
の
は
、
祖
先
へ
の
祭
り
ご
と
で
は
な
く
、
晴

明
と
い
う
人
を
島
中
の
人
が
拝
ん
で
い
る
ん
だ
よ
（
４
）。

　

こ
こ
で
は
、
⑧
の
道
満
に
あ
た
る
敵
役
が
ト
ゥ
ブ
ン
コ
と
な
っ
て
い
る

他
、
中
略
し
た
部
分
に
は
天
の
世
界
を
訪
問
す
る
際
の
独
特
の
挿
話
が
付

け
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　

与
那
国
島
で
は
こ
こ
に
掲
げ
た
以
外
に
も
二
つ
の
伝
承
が
記
録
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
ら
で
も
清
明
祭
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
多
良
間
島
の

場
合
だ
け
は
ヤ
モ
リ
と
鶏
の
習
性
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

粟
国
島
や
那
覇
市
で
も
清
明
祭
を
は
じ
め
と
す
る
年
中
行
事
に
関
連
さ
せ

て
語
ら
れ
て
お
り
、
比
較
的
広
く
こ
の
説
話
が
年
中
行
事
を
説
明
す
る
機

能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

次
い
で
、
こ
の
点
を
意
識
し
な
が
ら
、
南
島
の
民
俗
事
象
の
な
か
で
も

清
明
祭
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
よ
う
。
一
般
に
清
明
祭
は
、

沖
縄
の
民
俗
文
化
で
は
先
祖
祭
祀
の
機
会
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
必
ず
し
も
古
く
か
ら
広
く
定
着
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

が
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
こ
こ
で
掲
げ
た
伝
承
で
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も
清
明
祭
の
意
味
に
関
す
る
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

清
明
祭
は
、
沖
縄
本
島
北
部
の
国
頭
村
安
波
で
は
町
方
か
ら
習
っ
て
始

め
た
も
の
と
か
、
士
族
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
［
常
見　

一
九
六
五　

四
七
］。
ま
た
同
じ
く
本
島
の
名
護
市
の
旧
羽
地
村
で
は
明

治
四
〇
年
代
に
導
入
が
図
ら
れ
た
こ
と
が
史
料
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
こ
と

が
小
川
徹
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
［
小
川　

一
九
七
二
、一
九
八
七
］。

さ
ら
に
、
王
府
の
影
響
が
強
い
伊
是
名
島
で
も
一
九
世
紀
後
半
に
清
明
節

に
お
け
る
墓
参
が
普
及
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
［
平
敷　

一
九
九
五　

九
三
～
九
六
］。

　

つ
ま
り
清
明
祭
そ
の
も
の
が
士
族
の
村
落
へ
の
定
着
あ
る
い
は
士
族
文

化
の
影
響
の
も
と
に
意
識
さ
れ
、
実
際
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

の
で
あ
り
、民
俗
文
化
の
な
か
に
連
綿
と
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
新
し
い
馴
染
み
の
薄
い
行
事

の
意
味
や
来
歴
を
言
語
化
す
る
必
要
が
生
じ
、
そ
の
説
明
に
陰
陽
道
系
説

話
の
一
部
で
、
行
事
そ
の
も
の
の
名
称
と
主
人
公
の
名
と
が
音
通
す
る
説

話
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
を
再
度
、
説
話
そ
の
も
の
の
伝
承
過
程
と
し
て
と
ら
え
る
と

「
清
明
の
賭
け
」
は
清
明
祭
を
は
じ
め
と
す
る
先
祖
祭
祀
に
関
す
る
行
事
の

由
来
譚
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
は
き
て
い
る
も
の
の
、
行
事
そ
の
も
の
と
の

直
接
的
な
関
わ
り
は
薄
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
両
者
の
結
び
つ

き
は
本
来
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
「
清
明
の
賭
け
」
さ
ら
に
は
陰
陽
道
系
説
話
が
清
明
祭
と

安
倍
晴
明
と
の
音
通
に
よ
っ
て
、
新
し
い
先
祖
祭
祀
の
行
事
由
来
を
説
き
、

そ
の
来
歴
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

陰
陽
道
の
説
話
が
清
明
祭
を
は
じ
め
と
す
る
先
祖
祭
祀
に
結
び
つ
け
ら
れ

て
い
く
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
背
景
に
先
祖
祭
祀
を
新
た
に
勧
め
る
、
あ

る
種
の
唱
導
活
動
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
説
話
が
南
島
に
お

い
て
伝
承
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
そ
う
し
た
新
た
な
先
祖
祭
祀
の
担
い
手

と
そ
の
知
識
と
が
関
与
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ

る
。

三　

喜
界
島
の
ソ
ウ
シ
由
来
譚

　

先
島
地
方
を
は
じ
め
と
す
る
沖
縄
県
域
で
の
陰
陽
道
系
説
話
が
前
節
で

検
討
し
た
よ
う
に
、
先
祖
祭
祀
と
関
わ
っ
て
展
開
し
て
き
た
こ
と
が
確
認

で
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
陰
陽
道
に
起
因
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
暦
日
の
知
識

を
記
し
た
書
物
（
ソ
ウ
シ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
）
が
宮
古
島
南
部
を

中
心
に
守
護
神
（
マ
ウ
ガ
ン
）
信
仰
と
結
合
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
論
じ

た
こ
と
が
あ
る
［
小
池　

二
〇
〇
一
］。
ソ
ウ
シ
は
『
簠
簋
』
の
内
容
を
漢

字
仮
名
交
じ
り
文
に
書
き
直
し
た
部
分
を
中
核
と
す
る
大
雑
書
の
写
本
な

の
で
あ
る
。

　

こ
の
類
の
書
物
が
、
同
じ
古
琉
球
文
化
圏
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
奄
美
地
方
で
は
ど
の
よ
う
な
展
開
を
示
し
て
い
る
か
、
書
物
そ

の
も
の
と
そ
の
由
来
譚
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。
既
に
こ
の
問

題
に
つ
い
て
は
従
来
の
調
査
成
果
お
よ
び
検
討
成
果
を
通
覧
し
て
課
題
を
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提
示
し
た
こ
と
が
あ
る
［
小
池　

二
〇
〇
九　

一
一
四
～
一
一
七
］。
こ
う

し
た
ソ
ウ
シ
の
伝
来
は
陰
陽
道
の
知
識
の
象
徴
で
あ
る
と
同
時
に
陰
陽
道

の
具
体
的
な
浸
透
が
書
物
の
か
た
ち
を
と
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
奄
美
地
方
の
ソ
ウ
シ
を
め
ぐ
る
具
体
的
な
問
題
と
し
て
、
興

味
深
い
の
は
、
喜
界
島
志
度
桶
に
お
け
る
我
原
家
の
伝
承
と
同
家
に
伝
来

し
た
「
要
書
」
の
存
在
で
あ
る
。
我
原
家
は
ノ
ロ
の
家
筋
で
、
ま
た
男
性

は
ト
キ
も
務
め
て
い
た
と
い
い
、
先
祖
の
話
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
説

話
と
伝
承
の
事
情
と
を
伝
え
て
い
る
。

　

始
祖
の
母
親
が
娘
の
こ
ろ
、
天
ッ
神
が
天
降
っ
て
、
ち
ら
し
子
を

し
た
。
男
の
子
だ
っ
た
。
父
親
が
わ
か
ら
な
い
の
で
世
間
か
ら
は
ト

メ
エ
ガ
ア
（
拾
い
子
）
と
侮
ら
れ
、友
だ
ち
か
ら
は
父
無
し
子
と
い
っ

て
い
じ
め
ら
れ
た
。
七
才
の
時
、
子
供
は
母
親
に
僕
の
お
父
さ
ん
は

誰
か
教
え
て
く
れ
、で
な
い
と
友
だ
ち
は
僕
を
馬
鹿
に
し
て
い
っ
し
ょ

に
遊
ん
で
も
く
れ
な
い
と
い
っ
て
泣
く
の
で
、
母
も
し
か
た
な
く
あ

な
た
の
お
父
さ
ん
は
天
の
神
様
だ
と
語
っ
た
。
子
ど
も
は
そ
れ
な
ら

お
父
さ
ん
に
会
っ
て
来
る
と
い
っ
て
天
に
登
っ
た
。

　

天
神
の
屋
敷
に
行
っ
て
門
番
に
、
父
に
会
い
た
い
と
い
っ
た
ら
、

天
神
は
不
敬
な
奴
だ
河
に
放
り
こ
め
と
命
じ
た
。
荒
く
れ
男
ど
も
が

出
て
来
て
、
子
供
を
三
十
三
ぴ
ろ
の
川
に
つ
き
落
と
す
と
子
供
は
ひ

ら
り
と
向
う
岸
へ
飛
ん
だ
。向
う
岸
で
つ
き
落
と
す
と
ひ
ら
り
と
こ
っ

ち
の
岸
へ
飛
ん
だ
。
こ
れ
を
天
神
に
報
告
し
た
ら
、
荒
馬
に
蹴
殺
さ

せ
と
命
じ
た
。
だ
が
天
一
番
の
荒
れ
馬
も
子
供
が
そ
ば
に
行
く
と
猫

の
よ
う
に
お
と
な
し
く
な
っ
た
。
こ
れ
を
天
神
に
報
告
し
た
ら
黒
煙

に
巻
か
せ
て
ち
っ
息
さ
せ
ろ
と
命
じ
た
。
だ
が
天
の
黒
煙
も
子
供
の

囲
り
だ
け
は
晴
れ
て
何
の
障
り
も
な
い
。
こ
れ
を
天
神
に
報
告
し
た

ら
つ
れ
て
来
い
と
い
っ
た
。
子
供
が
恐
れ
げ
も
な
く
天
神
の
前
に
進

む
と
天
神
は
手
の
爪
、
足
の
爪
を
く
ら
べ
て
見
て
、
私
の
子
に
相
違

な
い
と
い
っ
た
。
子
供
は
喜
ん
で
そ
れ
な
ら
い
つ
ま
で
も
父
の
そ
ば

に
お
い
て
く
れ
と
頼
ん
だ
。
天
神
は
そ
れ
は
い
け
な
い
、私
が
ス
ジ
ャ

（
人
間
界
）
に
ち
ら
し
子
を
し
た
の
は
、
ス
ジ
ャ
の
た
め
に
な
る
こ
と

を
さ
せ
よ
う
と
思
っ
た
か
ら
だ
。
こ
れ
を
お
前
に
や
る
。
覚
え
た
ら

ス
ジ
ャ
に
帰
っ
て
人
助
け
を
し
、
夏
ウ
リ
ズ
ム
、
冬
ウ
リ
ズ
ム
の
お

初
を
捧
げ
ら
れ
て
ス
ジ
ャ
暮
ら
し
せ
よ
と
い
っ
て
書
物
を
く
れ
た
。

子
供
は
そ
れ
を
も
ら
っ
て
降
り
て
来
る
途
中
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。

急
い
で
降
り
て
見
る
と
半
分
は
大
牛
が
食
べ
て
し
ま
っ
た
後
だ
っ
た

と
い
う
。
我
原
家
の
こ
の
由
来
談
は
、
祭
り
の
た
び
ご
と
に
祭
主
の

口
を
か
り
て
神
自
ら
が
語
っ
た
と
我
原
氏
は
い
う
（
５
）。

　

こ
れ
は
、
我
原
家
の
「
要
書
」
の
由
来
で
あ
る
と
同
時
に
ユ
タ
の
起
源

を
説
く
神
話
で
も
あ
っ
た
。
南
島
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
の
領
域
で
日

光
感
精
説
話
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
ユ
タ
の
始
祖
神
話
で
も
あ
る
［
山

下　

一
九
七
九
］。
広
く
南
島
の
シ
ャ
ー
マ
ン
の
始
ま
り
を
語
る
説
話
の
中

に
書
物
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
説
話
は
我
原
家
に
お
い

て
は
先
祖
の
事
績
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
家
に
伝
来
し

た
「
要
書
」
の
神
秘
性
を
語
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
天
か
ら
も
た
ら
さ
れ

た
書
物
が
、
実
在
す
る
我
原
家
の
「
要
書
」
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
点

が
重
要
で
あ
る
。
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「
要
書
」
は
現
在
喜
界
町
の
文
化
財
指
定
を
受
け
て
お
り
、
実
地
に
調

査
し
た
と
こ
ろ
、
大
雑
書
の
写
本
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
［
小
池　

二
〇
〇
九　

一
一
四
～
一
一
八
］。
ま
た
、隣
の
小
野
津
集
落
で
も
「
昔
々
、

天
か
ら
お
ソ
ウ
シ
が
落
ち
て
き
た
。そ
れ
を
牛
が
紙
だ
か
ら
食
べ
て
し
ま
っ

た
。
そ
れ
で
牛
の
第
一
胃
袋
は
ペ
ラ
ペ
ラ
の
本
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

お
ソ
ウ
シ
ワ
タ（
腸
）と
呼
ぶ
の
も
そ
の
た
め
だ
」と
古
老
た
ち
が
広
く
語
っ

て
い
た
と
い
う
（
６
）。

　

日
光
感
精
説
話
は
喜
界
島
に
限
ら
ず
広
く
ユ
タ
の
始
祖
神
話
と
し
て
伝

承
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
志
戸
桶
の
我
原
家
で
ソ
ウ
シ
即
ち
大
雑
書

の
写
本
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
日
光
感
精
説

話
が
先
行
し
て
い
る
土
壌
に
、
ソ
ウ
シ
が
流
入
し
て
、
ソ
ウ
シ
ワ
タ
の
説

明
譚
と
し
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
注
意
し
た
い
の

は
、
小
野
津
集
落
で
確
認
で
き
た
よ
う
に
、
ソ
ウ
シ
ワ
タ
の
説
話
は
必
ず

し
も
ユ
タ
と
結
び
つ
け
ら
れ
ず
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
、
こ
の
こ
と

は
ソ
ウ
シ
す
な
わ
ち
大
雑
書
そ
の
も
の
の
存
在
も
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ソ
ウ
シ
と
そ
れ
を
核
と
す
る
暦
占
の
知
識
、
あ
る
い
は
ユ

タ
や
ト
キ
と
い
っ
た
担
い
手
に
関
す
る
伝
承
は
喜
界
島
の
民
俗
世
界
に
お

い
て
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
こ
と

を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
喜
界
島
の
他
の
集
落
の
伝
承
を
次
に
検
討
し
て
み

た
い
。

四　

も
う
一
つ
の
ソ
ウ
シ
由
来
譚

　

喜
界
島
に
お
い
て
志
戸
桶
は
北
端
と
い
っ
て
よ
い
位
置
に
あ
る
が
、
南
の

中
里
集
落
で
も
ソ
ウ
シ
と
「
神
様
」
と
呼
ば
れ
た
特
異
な
宗
教
的
な
印
象
を

与
え
た
人
物
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
あ
っ
た
。
中
里
の
加
藤
コ
ハ
リ
氏
（
大
正

八
年
生
）
が
岩
瀬
博
氏
ら
に
よ
る
調
査
の
際
に
語
ら
れ
た
も
の
で
、「
お
双

紙
箱
の
由
来
」
と
い
う
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
以
下
に
掲
げ
て
み
よ
う
。

　

あ
の
ね
、
沖
縄
の
方
に
ね
、
家
の
先
祖
で
、
神
様
と
言
わ
れ
て
い

る
お
爺
さ
ん
が
渡
っ
て
行
っ
て
。
そ
れ
か
ら
、
王
様
か
何
か
知
ら
な

い
け
ど
、
オ
ー
イ
、
オ
ー
イ
っ
て
言
う
か
ら
良
い
人
で
し
ょ
う
な
、

そ
の
人
の
娘
が
ね
、
病
気
で
骨
と
皮
に
な
っ
て
、
あ
の
と
て
も
や
せ

て
い
た
ら
し
い
。

　

そ
し
た
ら
、

 

「
あ
ん
た
と
こ
の
中
柱
の
下
に
蛇
が
い
る
か
ら
、
そ
の
蛇
を
殺
し
て

し
ま
わ
な
い
と
、
娘
さ
ん
は
も
う
命
が
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
っ
て
、
そ

の
お
爺
さ
ん
が
、
そ
の
家
の
人
に
言
っ
た
ら
し
い
。
そ
し
た
ら
、
沖

縄
の
人
は
み
ん
な
笑
っ
て
ね
、
舌
を
出
し
て
笑
っ
た
ら
し
い
。

　

そ
し
た
ら
本
当
に
蛇
が
入
っ
て
い
た
っ
て
。
そ
し
た
ら
オ
ー
イ
が

舟
に
色
々
品
物
を
積
ん
だ
っ
て
、
お
礼
に
。

　

そ
の
荷
物
を
積
ん
で
帰
る
途
中
で
舟
が
遭
難
し
た
。
そ
し
た
ら
亀

が
出
て
来
て
、
そ
の
お
爺
さ
ん
を
背
中
に
乗
せ
て
助
け
た
ん
だ
っ
て
。

そ
し
て
中
里
の
タ
ン
ニ
ャ
ミ
（
地
名
）
に
つ
い
た
そ
う
で
す
。
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そ
こ
で
お
爺
さ
ん
は
、

 
「
あ
ん
た
は
う
ち
を
助
け
る
つ
も
り
で
来
た
ん
だ
な
あ
」
と
言
っ
て
、

王
様
か
ら
貰
っ
た
刀
と
お
双
紙
が
入
っ
た
箱
を
、

 

「
あ
ん
た
に
あ
げ
る
か
ら
」
と
言
っ
て
亀
の
背
中
に
乗
せ
て
や
っ
た

ん
だ
そ
う
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
ま
だ
自
分
が
中
里
か
ら
家
に
着
か
な
い
う
ち
に
、
自
分

の
家
の
縁
側
に
そ
の
双
紙
箱
が
着
い
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

そ
の
双
紙
箱
に
は
本
と
刀
が
入
っ
て
い
て
、
刀
を
磨
く
の
は
お
盆

と
正
月
の
十
六
日
に
き
れ
い
に
磨
い
て
ね
、
神
様
の
刀
だ
か
ら
今
も

大
事
に
し
て
、
そ
れ
を
磨
く
の
は
お
父
さ
ん
だ
け
で
、
私
も
あ
ん
ま

り
見
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
ね
。

　

そ
れ
で
、
こ
の
家
は
亀
に
助
け
ら
れ
た
か
ら
、
亀
の
肉
を
食
べ
た
ら

駄
目
っ
て
お
婆
さ
ん
が
言
い
ま
し
た
も
ん
。
亀
に
助
け
て
も
ら
っ
た
か

ら
ね
。
そ
し
て
亀
を
取
る
家
の
人
と
は
結
婚
も
し
た
ら
い
か
ん
て
。

　

そ
の
お
爺
さ
ん
は
神
様
み
た
い
な
人
で
、
台
風
の
時
に
も
自
分
の

家
の
畑
は
台
風
も
吹
か
さ
な
か
た
っ
て
、
そ
の
爺
さ
ん
の
力
で
。
も

う
七
代
位
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
昔
の
話
だ
か
ら
ね
ぇ
（
７
）。

　

海
を
越
え
て
沖
縄
ま
で
病
気
治
し
に
出
か
け
た
主
人
公
の
活
躍
と
そ
れ

に
よ
る
致
富
譚
と
い
え
よ
う
が
、
貰
っ
た
宝
物
が
ソ
ウ
シ
で
あ
っ
た
と
い

う
点
に
注
意
し
た
い
。
さ
ら
に
そ
れ
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
箱
が
重
視
さ
れ

る
の
は
、『
簠
簋
抄
』
由
来
の
説
話
に
お
い
て
、
簠
簋
と
い
う
本
来
は
陰
陽

道
の
聖
典
を
入
れ
た
箱
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
も
の
が
、
聖
典
そ
の
も

の
の
呼
称
に
も
な
っ
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。

　

こ
の
伝
承
に
つ
い
て
改
め
て
加
藤
媼
に
語
っ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
こ

の
話
は
加
藤
家
の
向
か
い
の
Ａ
家
に
関
わ
る
も
の
で
、
主
人
公
の
神
様
は

Ａ
家
の
先
祖
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
。
以
下
に
掲
げ
て
み
よ
う
。

　

あ
の
こ
こ
の
ね
、
神
様
が
ね
、
沖
縄
に
行
っ
て
、
沖
縄
の
ナ
カ
バ

シ
ラ
、
そ
の
家
の
娘
が
い
っ
ぱ
い
病
気
し
て
い
た
ら
し
い
、
痩
せ
て
。

で
、
ナ
カ
バ
シ
ラ
に
ヘ
ビ
が
入
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
出
し
た
ら

す
ぐ
治
り
ま
す
よ
、
言
う
た
ら
し
い
。
そ
し
た
ら
沖
縄
の
偉
い
人
が
、

み
ん
な
で
舌
を
出
し
て
笑
っ
た
ら
し
い
。
切
っ
た
ら
案
の
定
、
ヘ
ビ

が
出
て
き
た
っ
て
。
そ
し
て
そ
こ
の
娘
さ
ん
が
き
れ
い
に
肥
え
て
、

治
っ
て
そ
し
て
舟
に
い
っ
ぱ
い
、
お
み
や
げ
仕
立
て
て
、
帰
し
た
ら

し
い
。
多
か
っ
た
か
ら
か
、
こ
の
舟
が
沈
ん
だ
ら
し
い
。
そ
し
た
ら

亀
が
出
て
き
て
、
そ
の
神
様
を
乗
せ
て
、
そ
し
て
、
そ
の
家
に
先
に

オ
ソ
ウ
シ
か
何
か
箱
に
何
か
ア
レ
が
入
っ
て
い
る
ん
だ
、
オ
ソ
ウ
シ

箱
と
い
う
、
島
で
は
。
そ
の
箱
と
刀
は
縁
側
に
先
、
神
様
よ
り
先
着

い
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
話
を
お
じ
い
さ
ん
（
舅
）
が
私
な
ん
か
に

し
よ
っ
た
け
ど
、
そ
の
お
じ
い
さ
ん
の
親
元
、
あ
っ
ち
（
向
か
い
の

Ａ
家
）
が
。
…
そ
の
神
様
、
自
分
の
家
に
も
ね
え
、
台
風
の
時
も
、

風
も
吹
か
さ
な
か
っ
た
ら
し
い
よ
。
や
っ
ぱ
し
、
ク
チ
（
呪
詞
）
で

し
て
た
ろ
う
ね
。
あ
の
私
が
神
様
の
家
へ
行
っ
た
ら
ね
、
こ
の
神
様
、

こ
ん
な
顔
の
悪
い
、
顔
の
悪
い
人
、
神
様
は
。
他
の
神
様
は
言
う
ん

だ
け
ど
。
ど
ん
な
神
様
か
知
ら
な
い
け
ど
。
…
男
の
人
よ
（
８
）。

　

こ
の
説
話
は
海
亀
の
報
恩
譚
の
印
象
も
あ
る
が
、
ソ
ウ
シ
の
伝
来
に
ま

つ
わ
る
説
話
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
と
、
冒
頭
で
整
理
確
認
し
た
陰
陽
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道
系
説
話
群
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
そ
の
な
か
の
④
の
「
聴
耳
」
と
③
の
龍
宮
へ
の
訪
問
に
該
当
す
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
宗
教
的
職
能
者
が
海
を
渡
っ
て
沖
縄
―
南
島
の

文
化
的
中
心
で
も
あ
る
―
に
お
い
て
活
躍
し
、
そ
の
人
物
が
喜
界
島
に
定

着
し
、
そ
こ
で
も
活
躍
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
視
点

に
立
つ
と
Ａ
家
の
先
祖
と
さ
れ
る
「
神
様
」
と
安
倍
晴
明
と
が
重
層
的
に

語
ら
れ
て
お
り
、
晴
明
と
い
う
固
有
名
詞
は
伝
承
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の

の
、
陰
陽
道
系
説
話
が
宗
教
的
な
職
能
に
関
わ
っ
て
、
さ
ら
に
は
ソ
ウ
シ

の
由
来
譚
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

本
節
の
検
討
か
ら
喜
界
島
に
お
い
て
は
、
日
光
感
精
説
話
に
流
入
す
る

か
た
ち
で
ソ
ウ
シ
の
存
在
を
周
知
す
る
説
話
が
展
開
し
て
い
た
ば
か
り
で

は
な
く
、『
簠
簋
』
の
「
由
来
」
に
関
す
る
説
話
も
特
定
の
宗
教
的
職
能
者

の
家
筋
に
ま
つ
わ
る
伝
承
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
陰

陽
道
系
説
話
の
展
開
を
喜
界
島
で
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

五　

お
わ
り
に
―
南
島
の
陰
陽
道
と
大
雑
書
の
位
相

　

以
上
、
南
島
の
民
俗
文
化
に
関
わ
る
陰
陽
道
系
説
話
の
展
開
を
跡
づ
け
、

そ
の
位
相
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
。
こ
こ
で
は
陰
陽
道
系
説
話
の

変
奏
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
説
話
を
対
象
と
し
、
方
法
と
し
て
は
説
話
だ
け
で

は
な
く
、
年
中
行
事
や
巫
俗
、
民
俗
信
仰
な
ど
の
民
俗
事
象
一
般
に
関
し

て
も
目
配
り
し
、
そ
の
分
布
や
受
容
の
様
相
、
歴
史
的
変
遷
な
ど
に
も
留

意
し
な
が
ら
分
析
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
明
ら
か
に
な
っ
た
の

は
次
の
点
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
第
一
に
沖
縄
の
先
島
地
方
の
離
島
を
中
心
に
陰
陽
道
系
説
話
は
、

先
祖
祭
祀
の
行
事
と
さ
れ
る
清
明
祭
の
由
来
譚
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
こ
と
は
清
明
祭
自
体
の
受
容
、
浸
透
と
そ
の
担
い
手
を
推
測
さ
せ
る
。

つ
ま
り
、
こ
う
し
た
説
話
の
伝
播
と
定
着
の
背
景
に
は
、
清
明
祭
を
広
め
、

そ
の
意
義
を
説
こ
う
と
し
た
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
清
明
と
い
う
暦
注
に
関
す
る
知
識
が
、
陰
陽
道
系
説
話
に
よ

る
説
明
を
経
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

第
二
に
喜
界
島
の
双
紙
由
来
譚
は
先
行
す
る
ユ
タ
に
関
わ
る
日
光
感
精

説
話
に
結
び
つ
い
た
も
の
と
双
紙
箱
の
由
来
を
語
る
も
の
と
が
あ
り
、
後

者
は
陰
陽
道
系
説
話
の
変
奏
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

南
島
に
お
け
る
ト
キ
や
ユ
タ
等
の
宗
教
者
の
技
能
の
由
来
を
語
る
説
話
に

は
二
つ
の
層
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
従
来
、
南
島
の
巫
俗
と

そ
れ
に
関
連
す
る
民
俗
に
お
い
て
日
光
感
精
説
話
が
基
層
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
一
方
で
、
ソ
ウ
シ
に
関
す
る
伝
承
は
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ

て
き
た
［
山
下　

一
九
七
九　

二
四
七
～
二
四
八
］。
し
か
し
、
ソ
ウ
シ
に

関
す
る
説
話
的
伝
承
と
し
て
は
陰
陽
道
系
説
話
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
場
合

も
あ
り
、
そ
れ
な
り
に
南
島
の
民
俗
文
化
に
根
を
張
っ
て
い
る
こ
と
も
確

認
で
き
る
。
ソ
ウ
シ
を
核
と
す
る
こ
う
し
た
伝
承
か
ら
は
、
南
島
の
宗
教

的
職
能
者
の
宗
教
性
の
よ
っ
て
き
た
る
と
こ
ろ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
こ
れ
ら
の
知
識
や
ソ
ウ
シ
、
さ
ら
に
陰
陽
道
系
説
話
の
担
い
手
は
、

書
物
の
知
を
操
り
得
る
宗
教
的
職
能
者
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う

見
通
し
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
点
か
ら
南
島
に
お
い
て
は
、
陰
陽
道
の
知
識
や
そ
う
し
た
知

識
を
操
る
存
在
に
対
し
て
ソ
ウ
シ
と
い
う
書
物
を
意
識
す
る
か
た
ち
で
伝

承
が
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
陰
陽
師
は
存
在
し
な
い
も
の
の
、
ソ
ウ
シ
即
ち
大
雑
書
の
写
本
の
姿
で

陰
陽
道
の
知
識
が
南
島
の
民
俗
文
化
の
中
に
流
入
し
、
展
開
を
遂
げ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ト
キ
や
ユ
タ
と
い
っ
た
南
島
に
特

徴
的
な
宗
教
的
職
能
者
に
寄
り
添
う
も
の
と
し
て
、
書
物
の
形
象
で
陰
陽

道
や
そ
れ
に
起
因
す
る
暦
や
暦
注
、
占
い
や
ま
じ
な
い
の
知
が
存
在
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

今
後
は
本
稿
で
得
ら
れ
た
こ
う
し
た
見
通
し
が
、
南
島
の
他
の
地
域
、

島
々
で
の
宗
教
的
職
能
者
や
ソ
ウ
シ
お
よ
び
そ
れ
に
類
す
る
存
在
に
も
あ

て
は
ま
る
か
ど
う
か
慎
重
に
検
討
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
南
島

の
風
土
は
書
物
そ
の
も
の
の
伝
来
、
残
存
に
決
し
て
有
利
で
は
な
い
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
う
し
た
伝
承
が
形
成
さ
れ
、
維
持
さ
れ
て
き
た
こ

と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
書
物
の
民
俗
誌
と
で
も
言

い
得
る
視
点
で
調
査
を
進
め
て
、
陰
陽
道
そ
の
も
の
の
展
開
と
陰
陽
道
系

説
話
と
の
関
連
を
さ
ら
に
追
究
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

【
注
記
】

（
１
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
を
準
備
し
て
お
り
、
改
め
て
論
じ
る
機
会

を
得
た
い
。

（
２
） 

吉
備
真
備
伝
承
に
関
す
る
最
新
の
研
究
と
し
て
は
［
諏
訪
山　

二
〇
〇
九
］
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
［
松
石　

二
〇
〇
八
］
が
近
年
の
成
果
で
あ
る
。

参
照
さ
れ
た
い
。

（
４
） 

引
用
は
［
岩
瀬
・
松
浪
・
富
里
・
長
浜
編　

一
九
八
三　

九
八
～

一
〇
五
］
に
拠
っ
た
。

（
５
） 

引
用
は
［
竹
内　

一
九
六
九　

一
六
八
～
一
六
九
］
に
拠
っ
た
。
な

お
、
こ
の
話
は
、
戦
前
の
［
岩
倉
市
郎
編　

一
九
四
三
］
に
収
め
ら

れ
て
い
る
「
太
陽
の
下
ろ
し
子
」（
二
四
～
二
五
頁
）
と
同
じ
も
の

と
言
え
る
。
そ
こ
で
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

 

　

テ
ィ
ダ
ク
ム
イ
加
那
志
（
太
陽
の
尊
称
）
に
ウ
ル
シ
ガ
ー
（
下

し
子
）
が
あ
つ
た
。
そ
の
子
は
母
一
人
の
手
に
育
て
ら
れ
て
、
七

つ
に
な
つ
た
。
或
る
日
子
供
は
外
で
遊
ん
で
ゐ
て
、
朋
輩
か
ら
父

の
居
ら
ぬ
子
と
言
つ
て
嘲
笑
は
れ
た
の
で
、其
事
を
母
に
話
す
と
、

母
は
今
ま
で
秘
し
て
あ
つ
た
事
を
打
あ
け
て
、「
お
ま
え
は
本
当

は
テ
ィ
ダ
ク
ム
イ
加
那
志
の
子
で
あ
る
」
と
語
つ
た
。

 

　

子
供
は
自
分
が
太
陽
の
子
だ
と
聞
い
て
、
是
非
天
に
上
つ
て
太

陽
に
会
つ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
、
母
に
暇
を
貰
つ
て
天
に
上

つ
た
。
太
陽
の
前
へ
出
て
事
の
次
第
を
語
る
と
、太
陽
は
怒
つ
て
、

「
わ
れ
は
地
上
に
子
供
を
生
ん
だ
覚
え
は
な
い
。
此
子
は
連
れ
て

行
つ
た
鬼
に
食
ま
せ
」
と
の
事
で
あ
る
。
家
来
達
は
子
供
を
鬼
の

処
へ
連
れ
て
行
つ
た
。
鬼
は
喜
ん
で
子
供
を
食
は
う
と
し
た
が
、

子
供
の
位
が
高
い
の
で
ど
う
し
て
も
近
寄
る
事
が
出
来
ず
、
と
う

と
う
膝
を
居
つ
て
手
を
合
は
せ
て
拝
ん
だ
。
そ
れ
で
太
陽
も
始
め

て
自
分
の
子
で
あ
る
こ
と
を
承
知
さ
れ
て
、
子
供
に
対
つ
て
、「
汝
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（
う
ら
）
母
子
に
物
を
食
ま
す
。
今
は
地
上
に
降
り
て
時
を
待
て
」

と
言
は
れ
、
子
供
を
地
上
に
帰
さ
れ
た
。

 
　

子
供
は
牛
飼
ひ
を
し
て
ゐ
た
。
或
る
日
牛
を
連
れ
て
原
で
草
を

食
は
せ
て
ゐ
る
と
、
天
か
ら
御
草
紙
（
占
書
）
が
は
た
ツ
と
落
ち

て
来
た
。
落
ち
た
と
思
ふ
と
、
い
き
な
り
牛
が
そ
の
御
草
紙
を
ま

る
飲
み
に
飲
ん
で
し
ま
つ
た
。
そ
こ
で
子
供
が
牛
の
腹
を
一
蹴
り

蹴
つ
た
ら
、
牛
は
飲
下
し
た
御
草
紙
を
吐
き
出
し
た
。
そ
の
時
の

牛
の
血
で
御
草
紙
の
字
は
赤
く
な
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
牛

が
御
草
紙
を
一
旦
飲
込
ん
だ
胃
を
、
ソ
ー
シ
ワ
タ
と
言
ふ
や
う
に

な
つ
た
。

 

　

天
の
さ
し
お
ろ
し
（
命
令
）
で
、
子
供
は
お
草
紙
（
占
者
）
に

な
り
、母
は
ユ
タ
（
巫
女
）
の
始
め
に
な
つ
た
と
い
ふ
事
で
あ
る
。

 

　

な
お
、
こ
こ
で
は
仮
名
遣
い
は
元
の
ま
ま
と
し
、
漢
字
は
常
用
の

も
の
に
改
め
た
。
同
書
に
は
「
御
草
紙
は
古
昔
の
ト
ゥ
キ
（
一
種
の

占
者
）
の
宝
典
で
、
殆
ん
ど
は
写
本
で
伝
は
つ
て
ゐ
る
。
処
々
に
朱

筆
が
あ
る
。
ト
ゥ
キ
の
事
を
お
草
紙
と
呼
ぶ
の
は
転
化
で
あ
ら
う
。

牛
の
ソ
ー
シ
ワ
タ
と
は
、
第
一
胃
の
事
。」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

（
６
） 

吉
塚
廣
次
氏
（
大
正
一
一
年
生
）
か
ら
の
聞
き
書
き
。
二
〇
〇
八
年

二
月
二
日
。

（
７
） 

引
用
は
［
岩
瀬
・
高
橋
・
松
浪
編　

二
〇
〇
一　

五
六
～
五
七
］
に

拠
っ
た
。

（
８
） 

加
藤
コ
ハ
リ
氏
（
大
正
八
年
生
）
か
ら
の
聞
き
書
き
。
二
〇
〇
八
年

七
月
二
八
日
。
な
お
、
Ａ
家
で
も
ま
と
ま
っ
た
説
話
と
し
て
で
は
な

い
が
、
大
よ
そ
次
の
よ
う
な
伝
承
が
あ
る
と
い
う
。「
こ
の
「
神
様
」

は
当
代
よ
り
八
代
前
の
人
だ
と
い
う
。
竜
巻
を
起
こ
し
た
り
、
暗
く

な
る
と
家
を
出
て
明
る
く
な
っ
て
か
ら
埃
ま
み
れ
に
な
っ
て
帰
っ
て

く
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
た
が
、
家
族
に
も
何
を
や
っ
て
い
る
か

は
言
わ
な
か
っ
た
。
台
風
が
来
た
ら
屋
根
の
上
で
念
じ
る
と
風
が
止

ん
だ
、
と
い
う
。（
死
ん
だ
後
）
子
ど
も
た
ち
が
、
人
間
で
は
な
い
、

と
い
っ
て
位
牌
も
作
ら
な
か
っ
た
。
今
の
屋
敷
地
の
井
戸
を
当
て

て
、
移
り
住
ん
だ
。
亀
の
肉
を
食
べ
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
聞
い
て

い
る
。
Ａ
家
で
は
盆
の
十
六
日
に
は
刀
を
磨
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た

が
、
今
は
も
う
な
い
。
刀
の
鞘
が
金
で
作
ら
れ
て
い
た
が
江
戸
時
代

の
終
わ
り
頃
に
盗
ま
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。」「
あ
る
時
、
琉
球
王

国
で
よ
う
や
く
生
ま
れ
た
一
人
の
姫
が
大
切
に
さ
れ
て
い
た
が
、
病

気
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
こ
の
「
神
様
」
が
、
中
柱
で
白
い
蛇
を
押
さ

え
て
い
る
の
で
そ
れ
を
外
し
た
ら
助
か
る
、
と
い
っ
て
病
気
を
治
し

た
。
王
様
は
「
そ
な
た
こ
そ
真
の
神
で
あ
る
」
と
い
っ
て
「
ク
ニ
ノ

カ
ミ
レ
イ
コ
ン
ダ
イ
ジ
ン
」
と
い
う
名
前
を
も
ら
っ
て
き
た
。
お
双

紙
箱
は
タ
ン
ニ
ャ
ミ
と
い
う
荒
木
と
中
里
と
の
間
の
浜
に
着
い
た
。

四
角
い
大
き
な
箱
だ
っ
た
と
い
う
。「
神
様
」
が
死
ん
だ
時
に
、
中

に
入
っ
て
い
た
書
物
を
全
て
入
れ
て
埋
め
て
し
ま
っ
た
と
聞
い
て
い

る
。」
以
上
は
、
同
日
に
Ａ
家
の
御
当
主
か
ら
の
聞
き
書
き
に
拠
る
。
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Ａ
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・
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け
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物
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）


