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◆ キーワード　「眠り姫」／国際比較／西洋と東洋／『大平廣記』／『怪談全書』

一　

は
じ
め
に
─
─
中
国
・
西
洋
・
日
本

柳
田
國
男
は
「
比
較
民
俗
学
の
問
題
」
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　

最
近
に
芬
蘭
の
Ｆ
・
Ｆ
・
Ｃ
か
ら
、
独
逸
の
或
学
者
の
研
究
し
た
支

那
の
民
間
説
話
の
総
索
引
の
や
う
な
も
の
が
刊
行
さ
れ
た
。
是
を
見
て

行
く
と
グ
リ
ム
・
ア
フ
ァ
ナ
シ
ェ
フ
を
始
め
、
西
洋
の
説
話
集
の
幾
つ

か
に
採
録
せ
ら
れ
た
の
と
同
系
の
も
の
が
半
ば
に
近
く
、
そ
の
又
大
部

分
が
日
本
に
も
朝
鮮
半
島
に
も
、
ほ
ん
の
僅
か
ば
か
り
形
を
変
へ
て
、

共
に
行
は
れ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
る
。
此
書
が
出
な
か
っ
た
ら

西
洋
の
学
者
は
い
ふ
に
及
ば
ず
、
我
々
も
亦
単
な
る
日
鮮
の
間
の
一
致

だ
け
を
珍
重
し
て
、
ど
う
い
ふ
結
論
に
進
ん
で
居
た
か
知
れ
な
い
の
で

あ
る
。
昔
話
の
分
布
に
は
殊
に
説
明
の
ま
だ
少
し
も
出
来
な
い
、
法
則

が
働
い
て
居
る
か
と
思
ふ
。
い
か
に
想
像
を
逞
し
く
し
て
み
て
も
、
誰

が
ど
う
し
て
持
っ
て
来
て
、
ど
ん
な
人
が
悦
ん
で
聴
い
て
記
憶
し
た
も

の
か
、
私
な
ど
に
は
見
当
が
付
か
な
い
。
多
分
其
流
伝
が
非
常
に
古
い

昔
に
行
は
れ
、
そ
れ
が
又
甚
だ
し
く
永
く
保
つ
性
質
を
持
っ
て
居
た
の

で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
こ
の
不
思
議
の
環
に
は
、
我
々
二
つ
の
民
族
は

共
に
大
き
な
座
を
連
ね
て
い
る
の
で
あ
る
（
１
）。

「
芬
蘭
の
Ｆ
・
Ｆ
・
Ｃ
」
は
、
カ
ー
レ
ル
・
ク
ロ
ー
ン
と
ア
ク
セ
ル
・
オ

ル
リ
ッ
ク
が
中
心
に
な
っ
て
ヘ
ル
シ
ン
キ
に
設
立
し
た
「
民
俗
学
交
流
会
」

（Folklore	Fellow
s'	Com

m
unications

）
を
指
し
て
い
る
。「
独
逸
の
或

学
者
の
研
究
し
た
支
那
の
民
間
説
話
の
総
索
引
の
や
う
な
も
の
」
と
は
、

ド
イ
ツ
の
中
国
学
者
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
・
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
が
一
九
三
七
年

に
出
版
し
た
『
中
国
民
間
説
話
の
型
式
』（
２
）の
こ
と
で
あ
る
。
柳
田
は
中
国

の
伝
承
へ
の
西
洋
か
ら
の
接
近
に
接
し
て
、
日
本
が
朝
鮮
と
と
も
に
世
界

の
伝
承
の
「
不
思
議
の
環
」
に
入
っ
て
い
る
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
。

み
ず
か
ら
も
伝
承
の
比
較
研
究
に
従
事
し
た
南
方
熊
楠
の
場
合
は
、
西

洋
か
ら
中
国
へ
の
同
様
の
接
近
が
先
取
権
を
め
ぐ
る
気
が
か
り
に
な
っ
た
。

よ
く
知
ら
れ
た
「
西
暦
九
世
紀
の
支
那
書
に
載
せ
た
る
シ
ン
ダ
レ
ラ
物
語
」

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

さ
て
予
二
十
三
年
前
在
米
の
間
、『
酉
陽
雑
俎
』
続
集
巻
一
に
、
支

『
大
平
廣
記
』
収
録
「
張
雲
容
」

│
ス
タ
ロ
ス
テ
ィ
ナ
論
文
の
中
国
版
「
眠
り
姫
」
と
林
羅
山
の
『
怪
談
全
書
』横　

道　
　

誠
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那
の
シ
ン
ダ
レ
ラ
物
語
あ
る
を
見
出
だ
し
、
備
忘
録
に
記
し
お
き
、
そ

の
後
土
宜
法
竜
師
な
ど
に
報
ぜ
し
こ
と
あ
り
。
英
国
の
俚
俗
学
会
、
か

つ
て
広
く
諸
国
に
存
す
る
シ
ン
ダ
レ
ラ
物
語
の
諸
種
を
集
め
、
出
版
せ

し
一
冊
あ
り
。
予
在
外
中
、
好
機
会
多
か
り
し
も
、
多
事
な
り
し
た
め
、

つ
い
に
こ
れ
を
閲
せ
ざ
り
し
ぞ
遺
憾
な
る
。
近
日
ロ
ン
ド
ン
の
学
友
を

頼
み
、
右
の
書
に
支
那
の
シ
ン
ダ
レ
ラ
譚
あ
り
や
と
調
べ
も
ら
い
た
る

に
、
全
く
な
し
と
の
返
事
な
り
。
し
か
し
、
そ
の
人
か
か
る
こ
と
に
趣

味
を
持
た
ざ
れ
ば
、
実
際
は
知
れ
ず
。
と
に
か
く
、
自
分
せ
っ
か
く
久

し
く
取
っ
て
お
き
の
物
を
、
そ
の
ま
ま
埋
め
去
る
こ
と
の
惜
し
ま
る
れ

ば
、
こ
こ
に
そ
の
文
を
戴
す
。
た
と
い
、
す
で
に
学
者
間
に
知
悉
さ
れ

し
こ
と
な
り
と
も
、
こ
の
物
語
を
、
欧
州
特
有
の
物
と
思
い
お
る
人
々

の
、
耳
目
を
広
む
る
の
少
益
あ
り
な
ん
か
（
３
）。

「
英
国
の
俚
俗
学
会
」
の
「
一
冊
」
は
マ
リ
ア
ン
・
ロ
ー
ル
フ
・
コ
ッ
ク

ス
の
『
灰
か
ぶ
り
│
│
灰
か
ぶ
り
・
猫
皮
・
藺
草
の
頭
巾
の
三
四
五
の
異

型
』（
一
八
九
三
）（
４
）に

あ
た
る
。
ち
な
み
に
「
ロ
ン
ド
ン
の
学
友
」
か
ら
の

連
絡
ど
お
り
、
コ
ッ
ク
ス
の
著
作
に
中
国
版
の
「
灰
か
ぶ
り
」
は
収
録
さ

れ
て
い
な
い
。
南
方
の
こ
の
論
文
は
、
西
洋
人
が
、
植
民
地
政
策
と
平
行

す
る
か
の
よ
う
に
、
学
問
の
分
野
で
も
東
洋
へ
の
進
出
を
進
め
て
い
た
と

い
う
事
態
へ
の
一
種
の
対
抗
意
識
に
よ
っ
て
、
世
に
送
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
。西

洋
留
学
の
経
験
を
も
つ
柳
田
や
南
方
が
、
洋
の
東
西
の
関
係
に
さ

ま
ざ
ま
な
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
な
が
ら
、
歴
史
的
に
日
本
と
深
く
関
わ
っ
て

き
た
中
国
の
伝
承
に
熱
い
視
線
を
注
い
で
い
た
こ
と
は
不
思
議
で
は
あ
る

ま
い
。
そ
し
て
彼
ら
の
抱
い
た
思
い
は
、
現
代
の
私
た
ち
に
と
っ
て
ま
っ

た
く
追
体
験
で
き
な
い
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
現
代
の
私
た
ち
も

海
外
の
伝
承
研
究
に
接
す
る
と
、
折
々
、
右
に
あ
げ
た
よ
う
な
柳
田
や
南

方
の
感
覚
を
味
わ
う
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
る
。
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、

ロ
シ
ア
の
女
性
中
国
学
者
ア
グ
ラ
ー
ヤ
・
ス
タ
ロ
ス
テ
ィ
ナ
（А

глая	
С
таростина

）
博
士
が
『
Ｆ
Ａ
Ｂ
Ｕ
Ｌ
Ａ
』
二
〇
一
一
年
五
十
二
巻
三
／

四
号
に
発
表
し
た
論
文
「
中
国
中
世
版
の
眠
り
姫
」（
５
）で

あ
る
。

二　

ス
タ
ロ
ス
テ
ィ
ナ
論
文

こ
の
論
文
が
、
口
承
文
芸
の
国
際
比
較
研
究
に
お
い
て
権
威
的
な
存
在

と
言
え
る
『
Ｆ
Ａ
Ｂ
Ｕ
Ｌ
Ａ
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
強
調

さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。『
Ｆ
Ａ
Ｂ
Ｕ
Ｌ
Ａ
』
の
発
刊
者
は
ク
ル
ト
・
ラ
ン
ケ

│
│
国
際
口
承
文
芸
学
会
（
Ｉ
Ｓ
Ｆ
Ｎ
Ｒ
）
と
『
口
承
文
芸
百
科
事
典
』

（Enzyklopädie	des	M
ärchens

）
を
も
設
立
し
た
最
近
半
世
紀
で
最
大

級
の
影
響
力
を
も
っ
た
伝
承
研
究
者
で
あ
る
。『
Ｆ
Ａ
Ｂ
Ｕ
Ｌ
Ａ
』
は
現
在

（
二
〇
一
五
年
時
点
）、
ラ
ン
ケ
の
弟
子
ハ
ン
ス
・
イ
ェ
ル
ク
・
ウ
タ
ー
（
６
）と

、

シ
ョ
ジ
ャ
エ
イ
・
カ
ワ
ン
お
よ
び
ド
リ
ス
・
ボ
ー
デ
ン
を
中
心
に
刊
行
さ

れ
て
い
る
。
編
集
協
力
者
の
ひ
と
り
は
、
国
際
口
承
文
芸
学
会
の
副
会
長

や
日
本
口
承
文
芸
学
会
の
会
長
を
務
め
た
小
澤
俊
夫
で
あ
る
。

ス
タ
ロ
ス
テ
ィ
ナ
論
文
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
（
７
）

│
│
こ
れ
ま
で
『
国
際

民
間
説
話
の
型
式
』（
Ａ
Ｔ
／
Ａ
Ｔ
Ｕ
）（
８
）や

中
国
専
門
の
民
間
説
話
目
録
各

種（
９
）の
い
ず
れ
に
も
、
中
国
版
の
「
眠
り
姫
」
型
伝
承
は
記
載
さ
れ
て
い
な
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か
っ
た
。『
口
承
文
芸
百
科
事
典
』
で
最
古
の
「
眠
り
姫
」
伝
承
と
さ
れ
て

い
る
の
は
、
欧
州
の
十
四
世
紀
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
る）

10
（

。
と
こ
ろ
が
、

十
世
紀
に
北
宋
で
成
立
し
た
類
書
『
太
平
廣
記
』
）
11
（

に
収
録
さ
れ
た
二
編
の

説
話
は
「
眠
り
姫
」
型
伝
承
の
プ
ロ
ッ
ト
を
も
つ
。
三
十
三
巻
（
神
仙

三
十
三
）
に
収
録
さ
れ
た
「
申
元
之
」
と
第
六
十
九
巻
（
女
仙
十
四
）
に

収
録
さ
れ
た
「
張
雲
容
」
が
そ
れ
で
あ
り
、こ
の
二
つ
は
部
分
的
に
重
な
っ

て
い
る
。

そ
し
て
次
の
よ
う
に
つ
づ
く
│
│
し
か
し
、
西
洋
版
の
「
眠
り
姫
」
と

全
体
が
符
合
す
る
の
は
伝
奇
小
説
と
し
て
成
立
し
た
「
張
雲
容
」
だ
け
で

あ
る
。「
申
元
之
」
は
神
仙
の
神
秘
を
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
仙
伝
集

の
一
編
で
あ
り
、「
眠
り
姫
」
の
物
語
と
し
て
は
不
完
全
で
あ
る
。
も
と
も

と
「
張
雲
容
」
は
裴
铏
の
『
傳
奇
』
に
「
薛
昭
伝
」
と
い
う
題
名
で
収
録

さ
れ
て
い
た
。
他
方
、「
申
元
之
」
は
杜
光
庭
の
『
仙
傳
拾
遺
』
か
ら
採

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ふ
た
つ
の
著
作
は
九
世
紀
に
成
立
し
た
が
散
逸
し
、

二
〇
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
『
大
平
廣
記
』
な
ど
の
後
世
の
採
録
本
か
ら
復

元
の
試
み
が
成
さ
れ
た
。

ス
タ
ロ
ス
テ
ィ
ナ
が
西
洋
版
の
「
眠
り
姫
」
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て

報
告
す
る
「
張
雲
容
」
の
中
国
語
原
典
と
諸
本
の
異
同
に
つ
い
て
の
情
報

は
、
注
（
11
）
に
あ
げ
た
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い）

12
（

（『
太
平
廣
記
會
校
』）。

邦
訳
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
勤
務
先
の
紀
要
に
発
表
し
た
も
の
が
初
訳
で

あ
る）

13
（

。「
張
雲
容
」
の
梗
概
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

薛
昭
は
正
義
感
で
あ
っ
た
が
運
命
が
狂
っ
て
逃
亡
犯
の
身
と
な
り
、
旧

友
か
ら
隠
れ
家
と
美
少
女
を
得
ら
れ
る
と
聞
き
、
竹
林
と
垣
根
を
超
え

て
古
び
た
行
宮
に
入
っ
て
ゆ
く
。
三
人
の
美
し
い
少
女
た
ち
が
現
れ
、

犀
遊
び
に
よ
っ
て
少
女
の
ひ
と
り
が
薛
昭
と
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

彼
女
が
張
雲
容
で
あ
る
。
張
雲
容
が
語
る
身
の
上
話
に
よ
る
と
、
こ
の

少
女
は
玄
宗
の
時
代
に
楊
貴
妃
に
仕
え
て
い
た
が
、
病
に
倒
れ
て
夭
折

し
、
埋
葬
さ
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
生
前
に
道
士
か
ら
死
を
予
言
さ
れ

て
お
り
、
運
命
を
変
え
る
方
術
を
施
さ
れ
、
死
は
仮
死
に
変
わ
っ
た
。

百
年
が
過
ぎ
て
運
命
の
相
手
が
あ
ら
わ
れ
た
た
め
、
そ
の
人
と
愛
を
交

わ
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
か
く
し
て
、
新
し
い
恋
人
た
ち
は
祝
言
を

あ
げ
、
付
き
添
っ
た
ふ
た
り
の
美
少
女
も
含
め
、
四
人
で
吟
詠
を
お
こ

な
っ
て
、
そ
れ
は
さ
な
が
ら
歌
合
戦
の
よ
う
で
あ
る
。
ふ
た
り
は
寝
室

に
入
っ
て
愛
を
交
わ
し
、
棺
の
な
か
に
あ
っ
た
少
女
の
肉
体
が
死
の
世

界
か
ら
目
覚
め
は
じ
め
る
。
ふ
た
り
の
愛
は
成
就
し
、
幸
せ
な
人
生
を

送
る
。

原
典
・
邦
訳
で
あ
れ
、
右
の
梗
概
で
あ
れ
、
こ
れ
を
一
読
し
て
、
た
だ

ち
に
通
念
ど
お
り
の
「
眠
り
姫
」
の
物
語
で
あ
る
と
感
じ
る
人
は
そ
う
多

く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ス
タ
ロ
ス
テ
ィ
ナ
の
論
文
以
前
に
、
こ
の
説
話
が

「
眠
り
姫
」
と
し
て
報
告
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
も
無
理
は
な
い
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
広
く
流
布
し
て
い
る
「
眠
り
姫
」
の
基
本
類

型
に
つ
い
て
も
思
い
出
し
て
お
き
た
い
。

ひ
と
り
の
美
し
い
少
女
が
死
の
予
言
を
受
け
る
。
し
か
し
、
そ
の
運
命
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は
や
わ
ら
げ
ら
れ
、
百
年
の
眠
り
に
変
更
さ
れ
る
。
少
女
は
眠
り
に
お

ち
い
る
。
百
年
が
過
ぎ
て
、
運
命
の
相
手
が
現
れ
る
。
こ
の
人
物
は
、

眠
り
姫
の
話
を
聞
き
つ
け
、
障
害
物
と
な
っ
て
い
る
森
と
垣
根
を
突
破

し
、
宮
殿
の
な
か
に
進
入
し
、
少
女
と
の
愛
を
成
就
す
る
。
少
女
は
眠

り
か
ら
目
覚
め
る
。
ふ
た
り
の
愛
は
成
就
し
、
幸
せ
な
人
生
を
送
る
。

こ
の
基
本
類
型
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
張
雲
容
」
の
梗
概
に
合
致
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、「
張
雲
容
」
に
含
ま
れ
た
細
部
を
大
掛
か
り
に
捨
象
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
説
話
を
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
と
お
り

の
「
眠
り
姫
」
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

も
し
「
張
雲
容
」
が
「
眠
り
姫
」
だ
と
す
る
と
、
そ
の
意
義
は
き
わ
め

て
大
き
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
で
最
古
の
、
そ
し
て
近
代

以
前
の
伝
承
と
し
て
は
初
め
て
欧
州
の
外
で
発
見
さ
れ
た
「
眠
り
姫
」
だ

か
ら
で
あ
る
）
14
（

。

三　

西
洋
版
と
の
対
照
と
弁
護

そ
れ
で
も
大
幅
な
「
捨
象
」
や
強
引
さ
を
感
じ
さ
せ
る
「
還
元
」
を
経

な
け
れ
ば
「
眠
り
姫
」
と
見
な
せ
な
い
「
張
雲
容
」
は
、
そ
も
そ
も
本
当

に
「
眠
り
姫
」
な
の
か
と
疑
わ
れ
て
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
想
定
さ
れ
る
反
論
を
挙
げ
つ
つ
、
西
洋
の
伝
統
的

な
「
眠
り
姫
」
の
諸
版
や
ス
タ
ロ
ス
テ
ィ
ナ
の
見
解
の
紹
介
を
中
心
的
な

参
照
項
と
し
て
、
ス
タ
ロ
ス
テ
ィ
ナ
論
文
の
擁
護
を
お
こ
な
い
た
い
。
既

知
の
「
眠
り
姫
」
伝
承
の
基
本
的
な
見
取
り
図
や
書
誌
情
報
に
つ
い
て
は

『
口
承
文
芸
百
科
事
典
』
の
該
当
記
事
（
注
（
10
）
の
文
献
）、
特
に
中
世

の
西
洋
版
に
つ
い
て
は
エ
ス
テ
ル
・
ザ
ー
ゴ
の
論
文
）
15
（

、
加
え
て
筆
者
の
既

発
表
論
文
（
注
（
14
）
の
文
献
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
一
）
張
雲
容
が
「
眠
り
」
で
な
く
「
仮
死
」
に
お
ち
い
る
こ
と
│
│
カ
タ

ル
ー
ニ
ャ
語
の
「
フ
ラ
イ
レ
・
デ
・
ジ
ョ
イ
と
ソ
ル
・
デ
・
プ
ラ
セ
ー
ル
」

で
も
ま
っ
た
く
同
じ
く
、「
眠
り
姫
」
は
「
眠
り
」
に
で
は
な
く
「
仮
死
」

に
陥
る
）
16
（

。

（
二
）「
張
雲
容
」
は
男
性
の
薛
昭
の
冒
険
譚
で
あ
り
、「
眠
り
姫
」
の
物
語

は
そ
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
こ
と
│
│
フ
ラ
ン
ス
語
の
『
ペ
ル
ス
フ
ォ
レ
物

語
』
は
多
数
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
織
り
合
わ
さ
れ
た
長
大
な
騎
士
道
ロ
マ
ン

ス
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
「
眠
り
姫
」
の
物
語
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
ひ
と
つ

に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
プ
ロ
ッ
ト
は
男
性
で
あ
る
騎
士
ト
ロ
ワ
リ
ュ
ス
の
冒

険
譚
と
し
て
展
開
す
る）

17
（

。
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
の
「
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
・
デ
・

コ
ル
ノ
ア
ル
ハ
と
ギ
ロ
ッ
ト
・
デ
・
ミ
ラ
マ
ー
ル
」
は
、
ス
タ
ロ
ス
テ
ィ

ナ
も
「
張
雲
容
」
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
騎
士
ブ
ラ

ン
デ
ィ
ン
の
冒
険
譚
の
中
心
に
「
眠
り
姫
」
の
物
語
が
置
か
れ
て
い
る）

18
（

。

（
三
）「
張
雲
用
」
で
は
美
し
い
少
女
は
ひ
と
り
で
は
な
く
て
三
人
で
あ
り
、

張
雲
容
と
と
も
に
ふ
た
り
の
少
女
（
蕭
鳳
臺
と
劉
蘭
翹
）
が
現
れ
る
│
│

三
人
は
女
友
達
で
あ
る
が
、
物
語
は
薛
昭
と
愛
を
交
わ
す
権
利
を
得
た
張

雲
容
の
身
の
上
話
を
中
心
に
展
開
す
る
た
め
、
ふ
た
り
は
付
添
人
の
よ
う

に
振
る
舞
う
。『
ペ
ル
ス
フ
ォ
レ
物
語
』
で
は
、
美
少
女
ゼ
ラ
ン
デ
ィ
ー
ヌ

に
、
性
愛
の
女
神
ウ
ェ
ヌ
ス
が
付
き
添
っ
て
い
る）

19
（

。「
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
・
デ
・
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コ
ル
ノ
ア
ル
ハ
と
ギ
ロ
ッ
ト
・
デ
・
ミ
ラ
マ
ー
ル
」
で
も
、
眠
る
ブ
リ
ア

ン
ダ
は
七
人
の
侍
女
を
付
き
添
い
人
と
し
て
従
え
て
い
る）

20
（

。

（
四
）「
張
雲
容
」
は
王
女
や
姫
君
で
は
な
く
侍
女
に
す
ぎ
な
い
│
│
「
ブ

ラ
ン
デ
ィ
ン
・
デ
・
コ
ル
ノ
ア
ル
ハ
と
ギ
ロ
ッ
ト
・
デ
・
ミ
ラ
マ
ー
ル
」

で
も
ブ
リ
ア
ン
ダ
は
高
い
身
分
の
女
性
と
さ
れ
る
が
、「
王
女
」
で
は
な
い
。

ま
た
「
張
雲
容
」
は
薛
昭
と
接
し
て
い
る
時
点
（
仮
死
状
態
の
体
か
ら
出

て
き
た
霊
体
）
で
は
、
ふ
た
り
の
女
友
達
と
と
も
に
、
み
ず
か
ら
が
主
人

と
し
て
侍
女
た
ち
を
し
た
が
え
て
い
る
。
つ
ま
り
張
雲
容
も
身
分
の
高
い

女
性
と
し
て
登
場
す
る
。

（
五
）「
張
雲
容
」
は
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
恋
物
語
の
余
話
と
い
う
位
置
づ

け
を
も
つ
道
教
説
話
で
あ
り
、
し
か
も
幽
霊
譚
の
要
素
も
も
つ
│
│
『
ペ

ル
ス
フ
ォ
レ
物
語
』、「
フ
ラ
イ
レ
・
デ
・
ジ
ョ
イ
と
ソ
ル
・
デ
・
プ
ラ
セ
ー

ル
」、「
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
・
デ
・
コ
ル
ノ
ア
ル
ハ
と
ギ
ロ
ッ
ト
・
デ
・
ミ
ラ

マ
ー
ル
」
は
中
世
キ
リ
ス
ト
教
の
騎
士
道
物
語
と
し
て
成
立
し
た
。『
ペ
ル

ス
フ
ォ
レ
物
語
』
は
ア
ー
サ
ー
王
伝
説
と
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
伝
説
の
壮

大
な
ア
マ
ル
ガ
ム
で
あ
り
、「
眠
り
姫
」
は
そ
の
余
話
で
あ
る
。
ス
タ
ロ
ス

テ
ィ
ナ
は
、
も
と
も
と
は
単
純
な
「
眠
り
姫
」
型
伝
承
が
西
方
か
ら
中
国

に
流
入
し
、
そ
こ
で
道
教
説
話
に
仕
立
て
な
お
さ
れ
、
か
つ
玄
宗
と
楊
貴

妃
に
関
連
づ
け
ら
れ
、
流
行
の
幽
霊
譚
の
要
素
も
加
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う

と
推
測
す
る）

21
（

。

（
六
）「
張
雲
容
」
で
は
予
言
と
方
術
を
お
こ
な
う
の
は
男
性
の
道
士
で
あ

る
│
│
「
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
・
デ
・
コ
ル
ノ
ア
ル
ハ
と
ギ
ロ
ッ
ト
・
デ
・
ミ

ラ
マ
ー
ル
」
で
も
男
性
で
あ
る
眠
り
姫
の
父
が
魔
法
を
ほ
ど
こ
す）

22
（

。

（
七
）
張
雲
容
は
目
覚
め
る
前
に
肉
体
か
ら
離
れ
て
薛
昭
の
前
に
現
れ
て
、

み
ず
か
ら
復
活
の
手
ほ
ど
き
を
お
こ
な
う
│
│
「
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
・
デ
・

コ
ル
ノ
ア
ル
ハ
と
ギ
ロ
ッ
ト
・
デ
・
ミ
ラ
マ
ー
ル
」
で
は
、「
眠
り
姫
」
の

ブ
リ
ア
ン
ダ
は
眠
っ
た
状
態
で
（
こ
の
あ
た
り
の
経
緯
は
神
秘
的
で
不
可

解
な
描
写
）
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
の
前
に
女
性
を
送
り
こ
み
、
眠
る
み
ず
か
ら

の
許
へ
と
導
か
せ
る）

23
（

。

（
八
）「
張
雲
容
」
で
の
愛
の
成
就
は
口
づ
け
で
な
く
性
交
渉
で
あ
る
│
│

『
ペ
ル
ス
フ
ォ
レ
物
語
』
と
ジ
ャ
ン
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
バ
ジ
ー
レ
に
よ
る
イ

タ
リ
ア
語
ナ
ポ
リ
方
言
の
「
太
陽
と
月
と
タ
ー
リ
ア
」
で
は
、
眠
っ
た
ま

ま
性
交
渉
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
魔
法
が
解
か
れ
る）

24
（

。

「
口
づ
け
」
の
要
素
は
、
通
念
と
し
て
流
布
し
た
「
眠
り
姫
」
の
イ
メ
ー
ジ

を
決
定
し
た
グ
リ
ム
兄
弟
の
版
「
茨
姫
」
の
特
徴
で
あ
り
、
普
遍
的
な
要

素
で
は
な
い
。

（
九
）「
張
雲
容
」
で
は
薛
昭
と
張
雲
容
、
そ
し
て
張
雲
用
の
ふ
た
り
の
女

友
達
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
吟
詠
を
お
こ
な
い
、
歌
合
戦
の
様
相
を
呈
す
る
│
│

歌
の
要
素
は
西
洋
の
「
眠
り
姫
」
に
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で

視
点
を
変
え
て
、
日
本
の
「
灰
か
ぶ
り
」
と
し
て
知
ら
れ
る
「
米
福
粟
福
」

（「
米
福
糠
福
」）
を
思
い
出
し
て
み
よ
う
。
そ
の
一
部
の
伝
承
で
は
│
│

「
皿
々
山
」
と
重
な
っ
て
│
│
歌
合
戦
が
展
開
す
る
）
25
（

。「
張
雲
容
」
の
歌
は
、

伝
承
本
来
の
可
塑
的
性
質
を
考
え
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
異
様
な
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
。

以
上
を
も
っ
て
、
ス
タ
ロ
ス
テ
ィ
ナ
論
文
の
た
め
の
さ
さ
や
か
な
擁
護

に
代
え
た
い
。
ス
タ
ロ
ス
テ
ィ
ナ
は
中
国
版
「
眠
り
姫
」
の
成
立
過
程
や
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西
洋
版
と
の
関
係
を
推
測
し
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
検
討
の
余
地
が

あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
西
洋
版
と
の
詳
細
な
比
較
が
必
要
で

あ
り
、
本
稿
の
紙
幅
で
は
果
た
せ
な
い）

26
（

。

四　

日
本
へ
の
伝
来

以
下
で
は
、
ス
タ
ロ
ス
テ
ィ
ナ
論
文
の
発
表
後
、
筆
者
が
調
査
し
た
「
張

雲
容
」
の
日
本
へ
の
伝
来
と
流
布
に
つ
い
て
報
告
し
て
お
き
た
い
。

先
に
言
及
し
た
と
お
り
、
ス
タ
ロ
ス
テ
ィ
ナ
は
、
既
存
の
口
承
文
芸
目

録
に
中
国
版
の
「
眠
り
姫
」
が
登
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
論
文
を
説

き
起
こ
し
て
い
る
。
日
本
版
に
つ
い
て
も
、
既
存
の
口
承
文
芸
に
関
す
る

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ツ
ー
ル
に
「
眠
り
姫
」
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い）

27
（

。
唯
一
の

例
外
と
し
て
、『
日
本
昔
話
通
観
』
の
「
別
巻
２
」
で
は
日
本
の
伝
承
「
運

定
め　

水
の
運
」
が
収
録
さ
れ
、
参
照
用
と
し
て
の
み
西
洋
の
「
眠
り
姫
」

が
言
及
さ
れ
て
い
る）

28
（

。
実
際
、
こ
の
日
本
の
伝
承
で
は
子
供
が
死
ぬ
と
予

言
さ
れ
、
不
幸
に
も
そ
れ
が
成
就
す
る
と
い
う
点
の
ほ
か
に
は
、「
眠
り
姫
」

型
伝
承
と
の
類
似
性
が
見
ら
れ
な
い
た
め
、「
眠
り
姫
」
と
見
な
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
日
本
で
報
告
さ
れ
た
伝
承
と
し
て
の
「
眠
り
姫
」
は
存
在
し

な
い
。

二
一
世
紀
の
日
本
で
「
眠
り
姫
」
は
周
知
の
物
語
に
な
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
そ
も
そ
も
翻
訳
文
学
と
し
て
流
入
し
て
き
た
も
の
だ
っ
た
。
ペ

ロ
ー
の
「
眠
れ
る
森
の
美
女
」
は
一
八
九
六
年
、
グ
リ
ム
の
「
茨
姫
」
は

一
九
〇
三
年
に
は
じ
め
て
邦
訳
さ
れ
た）

29
（

。
バ
ジ
ー
レ
の「
太
陽
と
月
と
タ
ー

リ
ア
」
の
初
訳
は
、
一
世
紀
ほ
ど
の
ち
の
一
九
九
五
年
で
あ
る）

30
（

。
そ
の
他

の
西
洋
版
は
翻
訳
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
は
「
張
雲
容
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。「
張
雲
容
」
を
収
録
し
た

『
太
平
廣
記
』
に
言
及
し
た
日
本
の
資
料
の
う
ち
、
発
見
さ
れ
た
最
古
の
も

の
は
藤
原
孝
範
の
『
明
文
抄
』（
一
二
〇
〇
前
後
）
で
あ
り
、
多
く
の
引
用

が
確
認
さ
れ
る
最
初
の
書
物
は
『
医
家
千
字
文
注
』（
一
三
九
三
成
立
）
だ

と
い
う）

31
（

。
こ
れ
ら
の
時
代
に
「
張
雲
容
」
も
読
ま
れ
て
い
た
可
能
性
は
大

い
に
あ
る
は
ず
だ
が
、
邦
訳
は
未
発
見
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
、
最
初
の

邦
訳
は
林
羅
山
の
『
怪
談
全
書
』（
一
六
四
〇
年
前
後
成
立
、
一
六
九
八
年

刊
行
）
で
あ
る
。

広
く
知
ら
れ
た
『
怪
談
全
書
』
の
一
編
を
日
本
最
初
の
「
眠
り
姫
」
の
発

見
と
喧
伝
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
恥
知
ら
ず
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
日

本
で
流
布
し
た
口
承
で
も
書
承
で
も
な
く
、
西
洋
版
の
「
眠
り
姫
」
と
同
じ

く
翻
訳
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
日
本
で
「
眠
り
姫
」
が
流
布
し
た
時
間
を

二
〇
〇
年
ほ
ど
さ
か
ぼ
ら
せ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
資
料
と
し
て
は
、
き
わ
め

て
貴
重
と
思
わ
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
敢
え
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

五　

林
羅
山
訳
の
内
容
・
成
立
・
異
同
・
典
拠

林
羅
山
訳
の
「
薛
昭
」
は
、『
怪
談
全
書
』
諸
本
を
収
録
し
た
現
代
の
版

本
を
つ
う
じ
て
容
易
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る）

32
（

。

ま
ず
そ
れ
は
抄
訳
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
省
略
が
あ
る
。「
眠
り
姫
」
を

救
済
す
る
薛
昭
の
来
歴
、
彼
と
張
雲
容
を
含
む
三
美
女
と
の
語
ら
い
は
簡
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略
に
さ
れ
、
吟
詠
は
完
全
に
削
除
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
張
雲
容
の
名

前
は
印
刷
版
で
張
雲
「
客
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
単
な
る
誤
植
で

あ
る）

33
（

。
『
怪
談
全
書
』
の
成
立
時
期
は
諸
説
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
論
者
も
寛
永

十
四
年
（
一
六
三
七
）
か
ら
同
二
十
一
年
（
一
六
四
四
）
に
か
け
て
の
期
間

を
想
定
で
あ
る）

34
（

。
著
者
に
つ
い
て
、
長
澤
規
矩
也
は
繰
り
返
し
て
、
林
羅
山

で
は
な
い
と
否
定
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
別
人
が
介
入
し
た
に
せ
よ
羅

山
作
の
可
能
性
が
高
い
と
す
る
反
論
が
多
く
の
論
者
か
ら
提
出
さ
れ
た）

35
（

。
原

本
は
散
逸
し
た
が
、
印
刷
以
前
に
筆
写
し
た
諸
本
│
│
誤
字
な
ど
の
異
同

を
除
い
て
同
一
│
│
が
現
存
し
て
い
る）

36
（

。
印
刷
版
は
怪
談
が
流
行
し
て
い

た
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
年
）
に
、
成
立
か
ら
半
世
紀
以
上
、
羅
山
の
死

（
明
暦
三
年
、
一
六
五
七
年
）
か
ら
四
〇
年
以
上
を
経
て
、
京
・
五
条
橋
通

の
書
肆
の
福
森
兵
左
衛
門
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
の
書
名
が
『
怪
談

全
書
』
で
あ
り
、
著
者
の
名
義
は
法
号
の
林
「
道
春
」
だ
っ
た
。

「
張
雲
容
」
が
「
薛
昭
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
述
し

た
と
お
り
、
本
来
『
傳
奇
』
に
収
録
さ
れ
た
と
き
の
題
名
と
考
え
ら
れ
る

「
薛
昭
伝
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
羅
山
訳
の
「
眠
り
姫
」
の
直
接

の
出
典
は
『
太
平
廣
記
』
で
は
な
い
。
物
語
の
末
尾
に
「
説
淵
ヨ
リ
」）

37
（

と

表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
嘉
靖
二
三
年
（
一
五
四
四
）
年
に
陸
楫
の

編
纂
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
『
古
今
説
海
』
の
「
説
淵
部
」
に
収
録
さ
れ

た
「
薛
昭
傳
」
を
出
典
と
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。『
怪
談
全
書
』
の

種
本
に
は
、『
太
平
廣
記
』
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
羅
山
の
時
代
か
ら
比
較

的
遠
く
な
い
時
代
に
出
版
さ
れ
た
『
古
今
説
海
』
は
、『
怪
談
全
書
』
の
種

本
と
し
て
特
に
活
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

38
（

。『
古

今
説
海
』
に
「
薛
昭
」
と
し
て
収
録
さ
れ
た
「
張
雲
容
」
で
あ
る
が
、『
古

今
説
海
』
の
典
拠
は
『
太
平
廣
記
』
だ
と
い
う）

39
（

。
こ
の
あ
た
り
の
謎
を
解

く
鍵
は
散
逸
し
た
『
大
平
廣
記
』
の
諸
本
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿

の
課
題
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
林
羅
山
が
所
蔵
し
て
い
た
『
太
平
廣
記
』
と
『
古
今
説
海
』

は
現
存
し
て
お
り
、
国
立
公
文
書
館
で
実
見
す
る
こ
と
が
で
き
、
本
稿
執

筆
段
階
（
二
〇
一
五
年
初
頭
）
で
前
者
は
す
で
に
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
も
公

開
さ
れ
て
い
る）

40
（

。
こ
の
羅
山
旧
蔵
『
古
今
説
海
』
と
『
太
平
廣
記
會
校
』

の
「
校
異
」
）
41
（

を
照
合
す
る
と
、
羅
山
旧
蔵
の
『
古
今
説
海
』
の
「
張
雲
容
」

は
、『
太
平
廣
記
』
諸
本
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
沈
本
（
沈
與
文
野
竹
齋
抄
本
）

に
近
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
珍
本
の
典
拠
と
さ
れ
る
の
は
、『
太
平
廣
記
』

の
現
存
し
な
い
宋
代
刊
行
本
に
依
拠
し
て
い
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら）

42
（

、
羅

山
の
読
ん
だ
『
古
今
説
海
』
の
「
張
雲
容
」
も
そ
の
周
辺
の
系
統
に
属
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

六　

背
景

そ
れ
で
は
、
多
く
の
論
者
の
い
う
よ
う
に
『
怪
談
全
書
』
が
│
│
他
者

の
手
が
入
っ
て
い
て
も
│
│
羅
山
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
考
え
た
場
合
、

そ
の
背
景
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
。

羅
山
は
、
そ
の
人
間
性
に
き
わ
め
て
低
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
き
た
人

で
あ
る
。
同
時
代
の
人
格
者
と
し
て
知
ら
れ
る
中
江
藤
樹
も
│
│
当
時
は
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ま
だ
青
年
だ
っ
た
が
│
│
羅
山
の
人
格
を
こ
き
お
ろ
し
た
こ
と
が
あ
っ

た
）
43
（

。
堀
勇
雄
に
よ
る
伝
記
は
類
書
の
な
か
で
も
総
合
性
の
高
い
も
の
で
あ

る
が
、
や
は
り
羅
山
の
人
格
を
全
否
定
と
も
言
う
べ
き
言
葉
遣
い
で
罵
倒

し
て
い
る）

44
（

。
し
か
し
、
人
柄
の
問
題
は
度
外
視
し
て
禅
の
時
代
と
い
う
時

代
区
分
の
あ
と
に
朱
子
学
の
時
代
と
い
う
新
た
な
時
代
区
分
を
切
り
開
く

き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
人
物
と
し
て
穏
当
な
評
価
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
も

あ
る）

45
（

。
牽
強
付
会
や
曲
学
阿
世
も
、
平
和
と
安
定
を
め
ざ
し
た
実
践
だ
っ

た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

46
（

。
羅
山
は
学
問
の
大
成
者
で
は
な
く
、
そ

れ
が
低
い
評
価
に
つ
な
が
っ
た
面
も
あ
る
の
だ
が
、
知
の
収
集
家
に
し
て

啓
蒙
家
と
し
て
の
役
割
を
再
評
価
す
る
べ
き
と
も
言
わ
れ
る）

47
（

。

羅
山
に
よ
る
翻
訳
は
、「
張
雲
容
」
が
道
教
説
話
と
い
う
点
を
考
え
る
と
、

若
干
不
可
解
で
あ
る
。
羅
山
は
儒
教
と
神
道
の
合
一
を
画
策
し
、
儒
教
内

部
に
お
い
て
は
賛
同
す
る
朱
子
学
以
外
の
学
派
（
陸
学
・
陽
明
学
）
を
排

斥
し
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
を
も
排
斥
し
、
道
教
も
例
外
で
は
な
か
っ
た）

48
（

か
ら
で
あ
る
。
道
教
と
関
わ
り
の
深
い
神
仙
思
想
や
そ
の
影
響
を
受
け
た

怪
異
譚
も
、
羅
山
に
と
っ
て
は
否
定
の
対
象
だ
っ
た）

49
（

。
羅
山
は
仏
教
説
話

を
翻
訳
す
る
際
、
儒
教
の
立
場
か
ら
批
判
的
に
接
し
、
注
釈
や
訓
戒
に
よ
っ

て
読
者
を
導
こ
う
と
し
た
と
い
う）

50
（

。
道
教
説
話
に
対
し
て
も
同
じ
方
法
が

あ
り
え
た
と
思
わ
れ
る
が
、『
怪
談
全
書
』
は
そ
の
よ
う
な
批
判
的
な
注

釈
・
訓
戒
を
含
ま
な
い
。
前
述
し
た
国
立
公
文
書
館
の
林
羅
山
旧
蔵
『
太

平
廣
記
』『
古
今
説
海
』
に
羅
山
の
本
音
を
示
す
書
き
込
み
な
ど
が
あ
れ
ば

興
味
深
い
と
思
わ
れ
る
が
、
前
者
の
「
張
雲
容
」
や
後
者
の
「
薛
昭
伝
」

に
見
ら
れ
る
書
き
入
れ
や
補
筆
は
、
基
本
的
な
読
解
を
支
え
る
た
め
の
も

の
に
す
ぎ
な
い）

51
（

。

『
怪
談
全
書
』は
純
粋
な
娯
楽
作
品
と
し
て
成
立
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
書
物
は
、
記
録
に
よ
る
と
、
も
と
も
と
は
羅
山
が
仕
え
て
い
た
徳
川

家
光
が
大
病
の
際
に
献
上
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る）

52
（

。
道
教
の
陰
陽
思
想

が
部
分
的
に
羅
山
の
同
意
を
得
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う）

53
（

。
羅
山

は
厳
し
く
排
斥
し
よ
う
と
し
た
陸
学
の
陰
陽
思
想
か
ら
も
影
響
を
受
け
て

い
た
と
い
う）

54
（

。「
張
雲
容
」
の
説
話
の
中
心
に
は
陰
陽
原
理
に
も
と
づ
い
た

仮
死
の
術
（「
太
陰
連
形
の
術
」）
の
存
在
が
あ
る
。
羅
山
が
こ
れ
に
ど
の

よ
う
に
感
じ
た
の
か
は
興
味
を
誘
わ
れ
る
が
、
こ
れ
以
上
の
憶
測
は
慎
ん

で
お
き
た
い
。

七　

お
わ
り
に

以
上
、
ス
タ
ロ
ス
テ
ィ
ナ
の
論
文
の
擁
護
を
お
こ
な
い
、
林
羅
山
の
邦

訳
の
紹
介
と
考
察
を
お
こ
な
っ
た
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、ス
タ
ロ
ス
テ
ィ

ナ
論
文
で
報
告
さ
れ
た
「
張
雲
容
」
が
中
国
版
の
「
眠
り
姫
」
だ
と
す
る

と
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
に
発
見
さ
れ
た
最
古
の
「
眠
り
姫
」
で
あ
り
、
近

代
以
前
の
伝
承
と
し
て
は
欧
州
の
外
で
発
見
さ
れ
た
最
初
の
「
眠
り
姫
」

で
あ
る
。
ま
た
そ
の
邦
訳
は
、
遅
く
と
も
一
七
〇
〇
前
後
に
林
羅
山
に
よ

る
も
の
が
流
布
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
西
洋
版
が
流
布
し
た
一
九
〇
〇
年

前
後
よ
り
も
二
〇
〇
年
前
か
ら
日
本
人
は
「
眠
り
姫
」
を
楽
し
み
、
か
つ

そ
の
事
実
を
忘
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
今
後
さ
ら
に
古
い
邦
訳
が
発
見

さ
れ
れ
ば
、
流
布
し
た
時
代
は
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
。
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二
八
を
参
照
。

（
26
）	

こ
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
注
（
13
）
の
筆
者
論
文
で
の
試
み
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
27
）	

注
（
8
）
の
『
国
際
民
間
説
話
の
型
式
』（
Ａ
Ｔ
／
Ａ
Ｔ
Ｕ
）、
注

（
10
）
の
『
口
承
文
芸
百
科
事
典
』、
注
（
25
）
の
『
日
本
昔
話
大

成
』、『
日
本
昔
話
名
彙
』（
柳
田
国
男
監
修
、
日
本
放
送
協
会
編
、

一
九
四
八
）、『
日
本
昔
話
通
観
』（
稲
田
浩
二
・
小
澤
俊
夫
責
任
編

集
、
同
朋
舎
、
全
二
九
巻
・
別
巻
全
二
巻
）
一
九
七
七
│

一
九
九
八
、

Ikeda,	H
iroko,	 A Type and M

otif Index of Japanese Folk-Literature.	
H
elsinki:	A

cadem
ia	Scientiarum

	Fennica	1971

を
参
照
。

（
28
）	『
日
本
昔
話
通
観
』
別
巻
2
、
稲
田
浩
二
責
任
編
集
、
一
九
九
三
、

一
五
六
│

一
六
〇
。
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（
29
）	『
西
洋
仙
郷
奇
談
』
井
上
悾
齋
訳
述
、
矢
野
龍
溪
補
修
、
東
陽
堂
、

一
八
九
六
、一
六
五
│

一
七
八
（「
睡
美
人
」）、『
万
年
艸
』
巻
六
、

一
九
〇
三
、
山
君
訳
、
一
二
│

一
五
（「
茨
姫
」）。「
山
君
」
は
父
・

森
鴎
外
の
支
援
を
受
け
た
森
於
菟
の
筆
名
。

（
30
）	

バ
ジ
ー
レ
『
ペ
ン
タ
メ
ロ
ー
ネ　

五
日
物
語
』	

杉
山
洋
子
・
三
宅
忠

明
訳
、
大
修
館
書
店
、
一
九
九
五
、四
二
一
│

四
二
六
。

（
31
）	

周
以
量
「
日
本
に
お
け
る
『
太
平
広
記
』
の
流
布
と
受
容　

近
世

以
前
の
資
料
を
中
心
に
」
和
漢
比
較
文
学
会
編
『
和
漢
比
較
文
学
』

二
六
号
、
二
〇
〇
一
、三
三
│

四
五
。

（
32
）	

印
刷
本
は
『
假
名
草
子
集
成
』
第
十
二
巻
、
朝
倉
治
彦
・
深
沢
秋

男
編
、
一
九
九
一
、六
〇
│

六
三
参
照
。
同
巻
と
つ
づ
く
第
十
三
巻

（
一
九
九
二
）
に
諸
本
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
33
）	「
雲
客
張
氏
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
、「
ウ
ン
カ
ク
チ
ヤ
ウ
シ
」
と
ル
ビ

が
打
た
れ
て
い
る
。『
假
名
草
子
集
成
』
第
十
二
巻
、
六
一
。

（
34
）	

太
刀
川
清
「『
怪
談
全
書
』
考
」『
野
田
教
授
退
官
記
念　

日
本
文
学

新
見　

研
究
と
資
料
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
六
、二
四
二
│

二
四
九
、

中
村
幸
彦
「
林
羅
山
の
翻
訳
文
学
『
化
女
集
』『
狐
媚
鈔
』
を
主
と
し

て
」『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
第
六
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
二
、七

│

二
九
、
長
澤
規
矩
也
『
長
澤
規
矩
也
著
作
集
』
長
澤
先
生
喜
壽

記
念
会
編
、
第
五
巻
、
一
九
八
五
、
深
沢
秋
男
「『
怪
談
全
書
』
の

諸
本　

付
、『
恠
談
』・『
怪
談
録
』・『
奇
異
怪
談
抄
』・『
怪
談
録
前

集
』」
近
世
初
期
文
芸
研
究
会
編
『
近
世
初
期
文
芸
』
第
一
〇
号
、

一
九
九
三
、七
三
│

一
三
九
、
黄
昭
淵
「『
怪
談
全
書
』
論　

成
立
時

期
と
出
版
過
程
に
つ
い
て
の
推
論
」
早
大
文
学
部
暉
峻
研
究
室
編

『
近
世
文
芸
研
究
と
評
論
』
五
一
号
、
一
九
九
六
、一
│

一
四
。

（
35
）	

長
澤
一
九
八
五
、二
九
六
│

二
九
七
、三
〇
七
│

三
〇
九
、三
一
〇
│

三
一
二
、三
九
八
│

四
〇
六
、四
三
七
│

四
四
六
、
澤
田
瑞
穂
「
林
羅

山
と
唐
山
小
説
・
そ
の
他
」「
林
羅
山
と
唐
山
小
説
・
そ
の
他
」
東

洋
文
化
学
會
『
東
洋
文
化
』
一
七
五
号
、
一
九
三
九
、六
五
│

七
二
、

中
村
一
九
八
二
、	二
二
│

二
九
、
黄
一
九
九
六
な
ど
。

（
36
）	『
假
名
草
子
集
成
』
第
十
二
巻
・
第
一
三
巻
で
公
刊
さ
れ
た
。

（
37
）	『
假
名
草
子
集
成
』
第
十
二
巻
、
六
三
。

（
38
）	

黄
一
九
九
六
、八
│

九
。

（
39
）	

李
昭
鴻
『
陸
楫
及
其
︽
古
今
說
海
︾
研
究
』
中
國
文
化
大
學
文
學
院

中
國
文
學
研
究
所
博
士
論
文
、
二
〇
一
〇
、二
〇
七
。

（
40
）	『
太
平
広
記
』
宋
・
李
昉
等
編
、
明
・
許
自
昌
校
訂
、
全
五
二
冊
、
明

代
刊
（
請
求
番
号
三
〇
九
│

〇
一
一
五
）、
第
六
冊
、『
古
今
説
海
』

明
・
陸
楫
編
、
全
二
〇
冊
、	

明
嘉
靖
二
三
（
一
五
四
四
）、
儼
山
書
院

（
請
求
番
号
三
七
〇
│

〇
〇
〇
三
）、「
亨　

説
淵
」「
庚
辛
」。

（
41
）	『
太
平
廣
記
會
校
』
第
一
巻
「
整
理
説
明
」
一
│

六
。

（
42
）	

注
（
41
）
の
文
献
お
よ
び
富
永
一
登
「『
太
平
広
記
』
の
諸
本
に
つ
い

て
」『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
五
九
号
、
一
九
九
九
、四
二
│

六
一
。

（
43
）	「
林
道
春
は
記
憶
に
す
ぐ
れ
博
識
。
だ
が
儒
者
の
道
を
説
き
つ
つ
虚
言

を
弄
し
、
愚
か
に
も
仏
僧
と
し
て
髪
を
剃
り
、
仁
義
の
教
え
を
無
視

し
、
正
道
か
ら
逸
脱
し
、
朱
子
の
い
う
口
先
だ
け
の
オ
ウ
ム
。
し
か

も
自
称
は
真
儒
」
中
江
藤
樹
『
日
本
思
想
体
系
二
九　

中
江
藤
樹
』
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山
井
湧
、
山
下
龍
二
、
加
地
伸
行
、
尾
藤
正
英
校
注
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
四
、一
六
（
漢
文
で
書
か
れ
た
原
文
を
現
代
語
訳
し
た
）。

（
44
）	
徳
川
幕
府
が
豊
臣
宗
家
を
滅
亡
さ
せ
る
口
実
と
し
た
悪
評
高
い
方
広

寺
の
鐘
銘
事
件
に
つ
い
て
の
解
説
に
際
し
て
、
羅
山
を
「
牽
強
付
会

の
珍
説
」
を
弄
す
る
「
曲
学
阿
世
の
魁
」
で
あ
り
、「
醜
悪
な
心
底
」

を
も
つ
「
人
間
と
し
て
尊
敬
に
値
せ
ぬ
俗
学
腐
儒
の
徒
」
と
断
じ

て
い
る
。
堀
勇
雄
『
林
羅
山
』
日
本
歴
史
学
会
編
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
四
、一
九
七
。

（
45
）	

石
田
一
良
「
林
羅
山
」『
江
戸
の
思
想
家
た
ち
』、
相
楽
良
、
松
本
三

之
介
、
源
了
圓
編
、
全
二
巻
、
上
巻
、
一
九
七
九
、三
│

六
二
。

（
46
）	

本
山
幸
彦
『
近
世
儒
者
の
思
想
挑
戦
』
思
文
閣
出
版
、

二
〇
〇
六
、一
五
│

六
〇
。

（
47
）	

鈴
木
健
一
『
林
羅
山
年
譜
稿
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
九
、
鈴
木

健
一
『
林
羅
山　

書
を
読
み
て
未
だ
倦
ま
ず
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
一
二
。

（
48
）	

羅
山
の
他
宗
教
排
斥
に
つ
い
て
は
特
に
堀
一
九
六
四
、
宇
野
茂
彦

『
林
羅
山
・（
附
）
林
鵝
峰
』
明
徳
出
版
社
、
一
九
九
二
、
一
六
〇
│

二
一
〇
、
今
中
寛
司
『
近
世
日
本
政
治
思
想
の
成
立	

惺
窩
学
と
羅

山
学
』
創
文
社
、
一
九
七
二
、一
六
一
│

四
〇
七
、
小
高
敏
郎
『
近
世

初
期
文
壇
の
研
究
』
明
治
書
院
、
一
九
六
四
、一
九
一
│

二
〇
一
、
大

野
出
『
日
本
の
近
世
と
老
荘
思
想　

林
羅
山
の
思
想
を
め
ぐ
っ
て
』

ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
七
を
参
照
。

（
49
）	「
浦
嶋
の
辯
」
が
典
型
│
│
「
神
仙
の
説
は
渺
茫
か
つ
恍
惚
、
信
ず

べ
か
ら
ず
。
海
を
わ
た
っ
て
は
蓬
莱
あ
り
、
山
に
登
っ
て
は
天
台
あ

り
。
ゆ
え
に
劉
晨
も
阮
肇
も
天
台
の
神
女
に
逢
い
、
李
少
君
は
海
上

の
棗
を
得
て
、
柳
毅
は
水
府
の
書
を
伝
え
、
琴
高
や
子
英
は
鯉
に

乗
っ
て
水
面
に
現
れ
、
黄
土
色
の
亀
が
渓
路
で
指
南
を
垂
れ
、
令
威

の
転
じ
た
鶴
は
華
表
に
降
り
た
ち
、
王
質
の
柄
が
石
室
で
爛
れ
て
し

ま
う
。
か
く
の
ご
と
き
の
類
い
、
大
概
、
妖
妄
に
帰
す
る
。
奇
を
好

む
者
の
ほ
こ
る
小
説
は
、
し
か
し
こ
れ
ら
を
多
く
含
む
」。『
林
羅
山

文
集
』、
京
都
史
蹟
會
編
纂
、
弘
文
社
、
一
九
三
〇
、三
〇
四
（
漢
文

で
書
か
れ
た
原
文
を
現
代
語
訳
し
た
）。

（
50
）	

木
場
貴
俊
「
林
羅
山
と
怪
異
」
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
編
『
怪
異
学
の

技
法
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
三
、三
二
二
│

三
三
〇
。

（
51
）	

注
（
40
）
の
文
献
参
照
。

（
52
）	『
林
羅
山
詩
集
』、
京
都
史
蹟
會
編
纂
、
弘
文
社
、
一
九
三
〇
、
別
冊

「
羅
山
林
先
生
集
附
錄
目
錄
」、
五
八
。

（
53
）	「
西
銘
講
解
」
か
ら
の
例
│
│
「
そ
も
そ
も
太
極
が
陰
陽
を
生
じ
、
陰

陽
が
五
行
を
生
じ
、
変
化
と
生
克
が
万
物
を
生
ず
。
太
極
は
理
な
り
、

陰
陽
は
気
な
り
、
ゆ
え
に
陰
陽
は
道
な
り
。
人
や
物
の
天
と
地
よ
り

い
ず
る
、
も
と
よ
り
こ
れ
理
一
な
り
」『
林
羅
山
文
集
』
三
三
七

（
54
）	

嚴
錫
仁
「
林
羅
山
の
理
気
論
」『
倫
理
学
』
筑
波
大
学
倫
理
学
原
論

研
究
会
、
一
二
号
、
一
九
九
五
、五
七
│

六
七
。

付
記
：
本
稿
は
日
本
口
承
文
芸
学
会
大
会
（
二
〇
一
四
年
六
月
八
日
、
東
北

大
学
）
の
口
頭
発
表
を
新
た
に
整
理
し
、
加
筆
・
修
正
を
加
え
た
も
の
で

あ
る
。
来
聴
・
質
問
し
て
く
だ
さ
っ
た
皆
様
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

	

（
よ
こ
み
ち
・
ま
こ
と
／
京
都
府
立
大
学
）


