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◆ キーワード　浦島太郎／昔話／蓑亀／亀趺／目の伝承

【
第
四
〇
回
大
会
公
開
講
演
】

亀
甲
の
由
来
譚
の
二
種

│
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
亀
の
伝
承
の
諸
相
│

林　
　

晃　

平

く
。
次
の
台
は
そ
の
仙
界
で
の
生
活
、
浦
島
は
若
返
り
、
乙
姫
（
亀
姫
ま
た

は
龍
女
）
と
暮
し
、
玉
手
箱
を
も
ら
っ
て
亀
に
乗
り
帰
郷
す
る
。
そ
し
て
、

三
つ
目
は
故
郷
で
落
胆
し
て
玉
手
箱
を
開
け
て
急
に
年
寄
っ
て
し
ま
い
、
そ

の
後
に
七
世
の
孫
と
会
う
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
海
上
、
仙
界
、
故
郷
と

い
う
三
つ
の
台
で
か
ら
く
り
が
演
じ
ら
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
れ
は
今
日

も
残
っ
て
い
る
名
古
屋
を
中
心
と
す
る
東
海
地
区
の
「
浦
島
」
の
か
ら
く
り

人
形
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
（
１
）。

亀
に
乗
り
、
乙
姫
に
会
い
、
玉
手
箱
を
も
ら
い
、

箱
を
開
け
て
年
寄
る
場
面
な
ど
が
現
在
も
あ
る
。
特
に
箱
を
開
け
る
場
面
は

「
面
被
り
」
と
い
い
、
浦
島
の
胸
元
か
ら
翁
の
面
が
飛
び
出
し
て
浦
島
の
顔

に
被
さ
り
、
一
瞬
に
し
て
白
髪
の
老
人
と
な
る
か
ら
く
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、亀
に
乗
る
前
の
浦
島
太
郎
は
ど
う
い
う
方
法
で
龍
宮
へ
行
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
舟
で
行
っ
て
い
た
。
例
え
ば
こ
の

少
し
前
に
刊
行
さ
れ
た
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
刊
『
浦
嶋
太
郎
物
語
』

の
本
文
で
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

さ
て
、
女
房
、
申
け
る
は
「
あ
は
れ
、
み
づ
か
ら
を
本
国
へ
送
り

て
た
び
候
へ
か
し
。
こ
れ
に
て
捨
て
ら
れ
参
ら
せ
ば
、
わ
ら
は
は
、

一　

浦
島
太
郎
は
な
ぜ
亀
に
乗
っ
た
の
か

浦
島
太
郎
に
か
か
わ
る
研
究
を
多
年
続
け
て
き
て
、
幾
多
の
問
題
が
今
も

残
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
浦
島
は
な
ぜ
亀
に
乗
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問

い
に
対
す
る
明
確
な
答
は
今
も
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
千
三
百

年
以
前
の
奈
良
時
代
に
は
既
に
あ
っ
た
こ
の
話
の
中
で
、
浦
島
が
亀
に
乗
る

の
は
、
た
か
だ
か
三
百
年
足
ら
ず
の
江
戸
時
代
に
過
ぎ
な
い
。
今
の
と
こ
ろ

確
実
な
資
料
と
し
て
は
、
尾
張
藩
御
畳
奉
行
で
あ
っ
た
朝
日
文
左
衛
門
の

『
鸚
鵡
籠
中
記
』
に
見
ら
れ
る
竹
田
か
ら
く
り
見
物
の
記
述
で
あ
る
。
正
徳

二
（
一
七
一
二
）
年
四
月
二
十
七
日
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

其
後
「
本
朝
年
代
記
」
と
云
か
ら
く
り
台
三
つ
出
。
浦
嶋
太
郎
釣
を

た
れ
、
亀
に
乗
り
、
仙
界
に
至
り
而
若
く
な
り
皈
り
、
玉
手
箱
明
け

俄
に
老
て
、
七
世
の
孫
に
あ
ふ
処
也
。 

（『
名
古
屋
叢
書
続
編
』）

こ
こ
で
は
「
本
朝
年
代
記
」
と
い
う
演
目
に
浦
島
太
郎
が
登
場
す
る
。
三

つ
の
か
ら
く
り
台
は
三
場
面
を
示
す
の
だ
ろ
う
。
一
つ
目
は
浦
島
が
亀
を
釣

り
上
げ
、
そ
の
亀
に
乗
っ
て
仙
界
（
お
そ
ら
く
は
蓬
萊
ま
た
は
龍
宮
）
へ
行
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い
づ
く
へ
何
と
な
り
候
ふ
べ
き
。
も
し
見
捨
て
給
ひ
候
は
ば
、
海
上

に
て
の
物
思
ひ
も
同
じ
事
に
て
こ
そ
候
は
め
」
と
、
掻
き
口
説
き
、

ま
た
、
さ
め
ざ
め
と
泣
き
け
れ
ば
、
浦
島
太
郎
は
も
と
よ
り
情
け
深

き
者
な
れ
ば
、
あ
は
れ
と
思
ひ
「
さ
ら
ば
、
送
り
て
参
ら
せ
ん
」
と

同
じ
舟
に
乗
り
、
沖
の
方
へ
漕
ぎ
出
だ
す
。〔
第
四
図
〕
か
の
女
房
の

教
へ
に
従
ひ
て
遥
か
の
舟
路
を
送
り
け
れ
ば
、
い
く
ほ
ど
も
な
く
女

房
の
ふ
る
さ
と
へ
ぞ
着
き
に
け
る
。

 

（
仮
名
を
一
部
漢
字
に
換
え
鍵
括
弧
と
句
読
点
を
適
宜
施
す
）

遭
難
し
た
女
を
舟
で
送
っ
て
行
き
、
教
え
の
ま
ま
に
た
ど
り
着
い
た
所

が
龍
宮
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
龍
宮
と
は
海
の
底
で
は
な
く
、
舟
で
行
っ
た

水
平
線
の
彼
方
に
あ
っ
た
。
そ
れ
が
所
謂
御
伽
草
子
の
龍
宮
な
の
で
あ
る
。

今
日
で
は
亀
に
乗
っ
た
人
物
の
代
表
者
に
見
ら
れ
て
い
る
浦
島
太
郎
だ

が
、実
は
浦
島
以
前
に
亀
に
乗
っ
た
人
は
既
に
多
数
存
し
た
（
２
）。『

日
本
書
紀
』

巻
第
二
（
神
代
下
・
一
書
第
三
）
で
は
豊
玉
姫
が
玉
依
姫
を
つ
れ
て
亀
に

乗
っ
て
や
っ
て
く
る
、『
古
事
記
』
中
巻
で
も
神
武
東
征
を
導
く
槁
根
津
日

子
が
亀
に
乗
っ
て
い
る
。

ま
た
、
仏
教
説
話
の
中
に
も
、
命
を
助
け
ら
れ
た
亀
が
、
恩
返
し
と
し

て
人
を
背
中
に
乗
せ
て
助
け
る
亀
の
報
恩
説
話
が
い
く
つ
か
あ
る
。『
日
本

霊
異
記
』
上
・
第
七
「
亀
の
命
を
贖
ひ
て
放
生
し
、
現
報
を
得
て
、
亀
に

助
け
ら
れ
し
縁
」、『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
九
（
震
旦
部
）「

人
、
以

父
銭
買
取
亀
放
河
語
第
十
三
」、『
打
聞
集
』
第
二
十
一
話
「
銭
亀
買
人
事
」、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
下
末
一
（
巻
十
三
第
四
話
）
一
六
四
「
亀
を
買
っ
て
放

つ
事
」、『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
九
（
本
朝
部
）「
亀
、
報
百
済
僧
弘
済
御

語
第
三
十
」
な
ど
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
山
陰
中
納
言
と
い
う
歴
史
上
の
人
物
の
説
話
も
残
っ
て
い
る
。

西
国
三
十
三
所
の
観
音
霊
場
の
第
二
十
二
番
札
所
で
あ
る
総
持
寺
を
創
建

し
た
藤
原
山
陰
の
話
は
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
九
「
亀
、
報
山
陰
中

納
言
恩
語
第
廿
九
」
を
始
め
、『
宝
物
集
』
巻
下
、
巻
五
（
九
冊
本
巻
七
）、

『
十
訓
抄
』
巻
一
第
五
話
、『
長
谷
寺
験
記
』
巻
下
第
十
三
話
、『
源
平
盛
衰

記
』
巻
二
十
六
、『
三
国
伝
記
』
巻
七
第
二
十
七
、『
沙
石
集
』
八
上
（
版

本
）
な
ど
に
あ
り
、
浦
島
が
亀
に
乗
る
以
前
は
む
し
ろ
山
陰
の
方
が
名
高

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
幾
多
の
先
人
が
い
る
中
で
は
、
千
年
遅
れ

の
江
戸
時
代
に
改
め
て
亀
に
乗
る
必
要
は
何
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

二　

亀
に
乗
る
猿
と
兎

人
だ
け
で
な
く
動
物
も
亀
に
乗
っ
て
い
た
。
江
戸
時
代
中
期
の
赤
本
『
猿

の
い
き
ぎ
も
』（
東
洋
文
庫
）
の
表
紙
は
、
猿
が
亀
に
乗
っ
て
い
る
絵
題
簽
で

あ
る
。
こ
れ
は
亀
に
だ
ま
さ
れ
て
生
き
胆
を
取
ら
れ
る
と
も
知
ら
な
い
猿
が

龍
宮
へ
と
向
か
う
場
面
と
う
か
が
え
る
。
こ
の
話
は
昔
話
「
亀
甲
の
由
来
」
と

も
呼
ば
れ
、
海
月
に
注
目
す
れ
ば
「
海
月
骨
な
し
」
と
も
い
わ
れ
る
動
物
昔

話
の
話
型
「
577
猿
の
生
き
肝
」（『
日
本
昔
話
通
観
』、
以
後
『
通
観
』
と
略
称

す
）
で
あ
る
。
こ
の
赤
本
は
昔
話
が
書
物
と
し
て
刊
行
さ
れ
大
衆
化
し
て
い

く
典
型
例
と
い
え
る
。『
通
観
』
研
究
篇
2
か
ら
話
の
概
要
を
示
し
て
お
く
。

　

①
竜
宮
の
乙
姫
の
病
気
に
猿
の
生
き
肝
を
薬
に
す
る
こ
と
に
な

り
、
亀
が
猿
を
連
れ
て
く
る
使
い
に
や
ら
れ
る
。
②
亀
が
、
竜
宮
に

招
待
し
た
い
、
と
猿
を
あ
ざ
む
い
て
背
に
乗
せ
て
連
れ
て
く
る
と
、
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門
番
の
く
ら
げ
が
う
っ
か
り
本
音
を
漏
ら
す
。
③
猿
が
、
肝
は
木
に

掛
け
て
い
る
、
と
言
う
の
で
、
亀
は
猿
を
地
上
へ
連
れ
も
ど
す
。
④

猿
が
亀
の
背
に
石
を
ぶ
つ
け
、
亀
の
甲
羅
に
ひ
び
が
入
る
。
⑤
く
ら

げ
は
魚
た
ち
に
叩
き
の
め
さ
れ
、
骨
な
し
に
な
る
。〔K

 961.1,K
 

544,A
2312.1,A

2367.1.2

〕

 
（『
通
観
』
研
究
篇
2
・
日
本
昔
話
と
古
典
・
四
八
二
頁
）

こ
の
話
は
日
本
に
お
い
て
も
様
々
に
展
開
し
て
い
る
。『
今
昔
物
語
集
』

巻
第
五
「
亀
、
為
猿
被
謀
語
第
廿
五
」、『
沙
石
集
』
五
本
・
八
類
話
１
（
亀

は
「
虬
」
と
な
る
）、『
月
庵
酔
醒
記
』
中
「
禽
獣
之
類
（
鳥
獣
）」
な
ど
の

説
話
集
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
江
戸
期
の
随
筆
に
も
『
根
南
志
具
佐
』
五
、

『
燕
石
雑
志
』
四
「
獼
猴
（
さ
る
）
の
生
肝
（
な
ま
き
も
）」、『
松
屋
筆
記
』

四・
一
六
「
三
国
同
日
之
談
」、
同
・
六
七・
五
四
「
猿
歎
虬
不
与
肝
」
な
ど

に
見
ら
れ
る
周
知
の
話
で
あ
っ
た
。

一
方
、
目
を
外
に
向
け
れ
ば
、
こ
れ
も
い
く
つ
か
の
異
伝
が
あ
る
。
中

国
を
中
心
と
し
た
異
伝
に
つ
い
て
は
立
石
展
大
氏
に
高
論
が
あ
る
（
３
）。

筆
者

と
し
て
新
た
に
付
け
加
え
る
よ
う
な
こ
と
も
な
い
が
、
強
い
て
い
え
ば
北

海
道
の
伝
承
が
本
州
以
南
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
猿

と
亀
と
の
組
合
せ
が
、
兎
と
ト
ド
ま
た
は
鯱
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
通
観
』
1
か
ら
モ
チ
ー
フ
構
成
を
引
い
て
お
こ
う
。

　

①
私
（
兎
）
が
海
辺
に
い
る
と
ど
の
背
に
跳
ね
乗
る
と
、
と
ど
が

沖
の
ほ
う
に
私
を
連
れ
て
泳
ぐ
の
で
、
理
由
を
尋
ね
る
と
、
と
ど
は

兎
の
心
臓
を
死
に
そ
う
な
海
神
の
娘
の
薬
に
す
る
、
と
答
え
る
。〔B 

210 

も
の
言
う
動
物
。B 750

動
物
た
ち
の
気
ま
ぐ
れ
な
習
慣
。C 

420

タ
ブ
ー
│
秘
密
を
口
に
す
る
こ
と
。N

 440

貴
重
な
秘
密
を

知
る
。W

 193

強
要
。
参
照B 291

使
者
と
し
て
の
動
物
。
参
照

K
 961.1

猿
の
心
臓
で
病
気
が
治
る
〕

　

②
私
は
と
ど
に
、
本
物
の
心
臓
を
家
に
置
い
て
き
た
か
ら
、
連
れ

帰
し
て
く
れ
れ
ば
渡
す
、
と
言
い
、
と
ど
は
陸
地
に
向
か
っ
て
泳
ぐ
。

〔J 670

他
者
に
対
し
て
身
を
守
る
た
め
の
深
慮
。J 1160

賢
い
弁
論
。

J 1706

愚
か
な
動
物
た
ち
。J 1749

誰
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
を
知

ら
な
い
│
い
ろ
い
ろ
。J 2460

言
葉
ど
お
り
に
従
う
こ
と
。
参
照 K

 
544

魂
を
外
に
持
っ
て
い
る
と
主
張
し
て
逃
げ
る
〕

　

③
私
は
近
づ
い
た
陸
に
飛
び
上
が
り
、
嘘
を
本
気
に
し
た
と
ど
を

愚
弄
し
て
、
笑
い
な
が
ら
山
の
ほ
う
へ
跳
ね
て
逃
げ
る
。〔K

 500

だ

ま
し
て
死
や
危
険
か
ら
逃
れ
る
。 X

 900

嘘
と
ほ
ら
に
つ
い
て
の

こ
っ
け
い
さ
〕 （『
通
観
』1
北
海
道
（
ア
イ
ヌ
民
族
）・
一
〇
二
二
頁
）

例
話
と
し
て
は
「
488
と
ど
の
生
き
肝
」（
北
海
道
石
狩
・
旭
川
市
近
文
・

女
）
と
掲
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
猿
の
生
き
胆
」
に
対
応
さ
せ
る
な

ら
ば
、
胆
を
狙
わ
れ
る
の
は
兎
な
の
で
あ
る
か
ら
「
兎
の
生
き
胆
」
と
で

も
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
原
題
は
「
間
抜
け
ト
ド
」
と
い
う
。

　

サ
ン
ク
マ
、
カ
ン
、
カ
ン
、
ラ
ー
ピ
、
ラ
ピ
ッ
ト
、
海
辺
へ
、
サ

ン
ク
マ
、
カ
ン
、
カ
ン
、
ラ
ー
ピ
、
ラ
ピ
ッ
ト
、
海
の
そ
ば
へ
下
が
っ

た
ら
、
サ
ン
ク
マ
、
カ
ン
、
カ
ン
、
ラ
ー
ピ
、
ラ
ピ
ッ
ト
、
一
匹
の

ト
ド
、
上
っ
て
い
た
の
で
、
サ
ン
ク
マ
、
カ
ン
、
カ
ン
、
ラ
ー
ピ
、

ラ
ピ
ッ
ト
、
上
に
躍
ね
て
乗
っ
た
。〔
以
下
「
サ
ン
ク
マ
、
カ
ン
、
カ

ン
、
ラ
ー
ピ
、
ラ
ピ
ッ
ト
」
は
省
略
〕
そ
の
ト
ド
、
沖
へ
走
っ
た
。
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「
な
ぜ
、
ど
う
す
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
に
、
沖
へ
連
れ
て
行
く
」、

我
れ
尋
ね
た
ら
、「
海
の
神
、
海
の
神
の
娘
、
病
気
で
も
う
死
ぬ
ば
か

り
、
ウ
サ
ギ
の
心
臓
持
っ
て
行
き
、
食
べ
さ
せ
た
ら
、
薬
だ
か
ら
、

よ
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
、
そ
こ
へ
連
れ
て
、
汝
を
連
れ
て
行
く
の
だ
」。

　

そ
れ
で
こ
う
言
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
我
が
本
物
の
心
臓
、
家
に
置

い
て
き
た
。
心
臓
な
い
。
ひ
と
り
で
遊
び
に
、
海
辺
へ
下
が
っ
て
来
た

の
だ
。
連
れ
て
、
帰
っ
て
く
れ
た
な
ら
ば
、
我
が
本
物
の
心
臓
持
っ
て
、

海
の
神
の
娘
、
我
助
け
て
や
る
の
に
な
」
言
う
と
、
ト
ド
神
、
向
き
変

え
、
帰
っ
た
。
も
う
陸
、
も
う
近
い
、
ど
ん
と
陸
に
躍
（
は
）
ね
た
。

「
な
ん
で
そ
ん
な
に
、
二
つ
も
心
臓
を
、
三
つ
も
心
臓
を
、
持
っ
て
い

る
も
の
か
。
く
さ
れ
ト
ド
、
ト
ド
、
我
れ
う
そ
言
っ
た
の
、
本
気
に
し

て
、
送
っ
た
べ
」、
そ
の
よ
う
に
、
ウ
サ
ギ
言
っ
て
、
笑
い
な
が
ら
躍

ね
、
躍
ね
な
が
ら
山
へ
逃
げ
た
。（
キ
ナ
ラ
ブ
ッ
ク
・p.107

）

 

（『
通
観
』
1
・
一
〇
二
〇
〜
一
〇
二
一
頁
）

北
海
道
に
は
猿
が
い
な
い
。
だ
か
ら
猿
の
代
り
に
兎
が
登
場
し
て
く
る

と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
立
石
氏
が
指
摘
す
る
ご
と
く
こ
の
話
は
中
国
で

は
「
海
洋
型
・
沿
海
部
型
」
と
「
山
地
型
・
内
陸
部
型
」
に
分
け
ら
れ
、

「
海
洋
型
・
沿
海
部
型
」
で
は
、
狙
わ
れ
る
動
物
が
猿
で
は
な
く
、
白
兎
・

鹿
な
ど
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
の
伝
承
は
、
本
州
と
は
切
り

離
さ
れ
、
中
国
の
海
洋
型
・
沿
海
部
型
と
同
じ
タ
イ
プ
な
の
で
あ
る
。
類

話
と
し
て
稚
内
の
例
（
北
海
道
宗
谷
・
稚
内
市
・
女
）
も
上
げ
て
お
こ
う
。

　

あ
る
と
き
、
兎
が
よ
い
天
気
の
日
に
海
岸
に
出
て
、
と
ど
の
背
中
に

と
び
上
が
っ
て
遊
ん
で
い
る
と
、
と
ど
は
急
に
沖
へ
向
か
っ
て
泳
ぎ
だ

し
、「
ア
ド
イ
コ
ロ
ヘ
ン
ケ
（
海
亀
）
の
妹
が
病
気
に
な
り
、
兎
の
肝
が

き
く
と
い
う
の
で
兎
を
捜
し
て
い
た
」
と
言
う
。
兎
が
「
よ
い
薬
に
な

る
肝
は
山
に
乾
し
て
き
た
」
と
言
う
と
、
と
ど
は
が
っ
か
り
し
て
浜
に

ひ
き
返
す
。
兎
は
と
ど
の
背
中
か
ら
陸
に
と
び
降
り
て
、「
肝
を
二
つ
も

三
つ
も
持
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
か
」
と
言
っ
て
笑
っ
た
。（
ア
イ
ヌ
民

話　

p.56　
コ
タ
ン
Ⅱp.285

） 

（『
通
観
』
1
・
一
〇
二
一
頁
）

次
に
隣
り
合
う
韓
国
の
例
を
見
よ
う
。『
通
観
』
研
究
篇
1
で
は
次
の
よ

う
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
兎
と
亀
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。

　
2　
朝
鮮　
竜
王
の
娘
が
病
気
に
な
り
、
医
者
が
「
兎
の
肝
を
飲

ま
せ
れ
ば
よ
い
」
と
言
う
。
亀
が
名
乗
り
出
て
兎
を
見
つ
け
に
行
き
、

背
中
に
乗
せ
て
も
ど
る
途
中
で
わ
け
を
話
す
。
兎
は
「
肝
を
忘
れ
て

き
た
」
と
言
い
、
亀
が
も
と
の
浜
辺
に
も
ど
る
と
、
草
の
中
へ
隠
れ

て
し
ま
っ
た
。（
朝
鮮
童
話p.69

）　

崔39

　
3　
韓
国
・
慶
尚
北
道
金
泉
市　

2
と
ほ
ぼ
同
じ
。
竜
王
が
病
気

に
な
る
。
兎
は
竜
宮
ま
で
行
き
、
竜
王
に
「
岩
の
上
に
置
い
て
き
た
」

と
言
う
。（
崔
百
選p.20

） 

（『
通
観
』
研
究
篇
1
・
五
三
五
頁
）

韓
国
に
も
現
在
野
生
の
猿
は
い
な
い
が
、
韓
国
の
昔
話
に
猿
は
登
場
し

て
い
る
。
中
国
と
の
関
り
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
兎
は
猿
と
同
様
に

狡
賢
い
動
物
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
本
州
以
南
が
仏
典
な
ど
の
書
物
を

介
在
す
る
伝
承
に
対
し
て
、
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
ア
イ
ヌ
に
は
、
韓
国

や
中
国
の
沿
海
部
型
の
伝
承
が
入
っ
て
き
た
と
見
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

東
南
ア
ジ
ア
な
ど
例
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
猿
と
鰐
、
ベ
ト
ナ
ム
が
猿
と

蛸
で
あ
る
。
イ
ン
ド
で
は
猿
と
魚
の
例
が
挙
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
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う
し
た
ア
イ
ヌ
の
伝
承
は
、
浦
島
が
亀
に
乗
る
こ
と
に
は
当
然
に
繋
が
っ

て
こ
な
い
。

三　

亀
を
運
ぶ
鳥　
　

亀
甲
の
由
来
・
そ
の
二

と
こ
ろ
で
、
昔
話
の
亀
甲
の
由
来
を
説
く
話
に
は
も
う
一
つ
の
話
型
が

あ
る
。
亀
が
空
か
ら
落
ち
て
甲
羅
を
割
る
と
い
う
話
で
あ
る
。「
500
亀
の
甲

羅
」
で
あ
る
。
こ
れ
も
『
通
観
』
研
究
篇
１
か
ら
引
く
。

　

①
日
照
り
で
池
が
干
上
が
り
、
亀
が
困
っ
て
い
る
と
、
二
羽
の
鶴

が
亀
に
捧
を
く
わ
え
さ
せ
、
口
を
き
く
な
、
と
注
意
し
て
、
棒
を
く

わ
え
て
他
の
池
へ
向
け
て
飛
び
た
つ
。
②
地
上
の
子
供
た
ち
が
そ
の

光
景
を
見
て
は
や
し
た
て
る
と
、
亀
は
腹
を
た
て
て
口
を
き
き
、
地

上
に
落
ち
る
。
③
亀
の
甲
羅
の
ひ
び
は
、
こ
の
と
き
で
き
た
も
の
だ
。

 

（『
通
観
』
研
究
篇
1
・
四
九
四
頁
）

二
羽
の
鳥
が
亀
の
願
い
を
聞
い
て
亀
を
運
ぶ
。
し
か
し
、
飛
ん
で
い
る

途
中
で
亀
は
口
を
開
い
て
し
ま
い
、
落
ち
て
甲
羅
を
割
っ
て
し
ま
う
。
地

域
に
よ
る
異
伝
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
の
話
は
以
下
の
通
り
。

　

1　
台
湾　
鶴
が
「
霊
霽
殿
に
連
れ
て
い
っ
て
や
る
」
と
言
っ
て

亀
を
背
に
乗
せ
て
飛
び
上
が
る
と
、子
供
が
亀
の
甲
羅
に
玉
を
打
ち
、

亀
は
煙
突
に
落
ち
る
。
鶴
が
ま
た
誘
い
に
く
る
と
、
亀
は
「
空
へ
上

が
る
よ
り
煙
を
食
べ
た
ほ
う
が
よ
い
」
と
答
え
た
。（
台
湾p.163

）

　

2　
タ
イ　
親
が
お
し
ゃ
べ
り
な
娘
を
島
に
置
き
去
り
に
す
る

と
、
娘
は
鷲
の
夫
婦
に
頼
み
、
ぶ
ら
下
が
っ
た
棒
の
両
端
を
く
わ

え
さ
せ
て
運
ん
で
も
ら
う
。
娘
が
夫
婦
に
「
夫
が
私
を
誘
惑
し
て

い
る
」「
妻
は
ね
た
み
深
い
」
と
言
う
と
、
夫
婦
は
怒
っ
て
棒
を
放

し
、
娘
は
海
に
落
ち
て
魚
の
餌
に
な
る
。
漁
師
が
娘
の
骨
を
拾
う

と
、
船
の
人
々
が
口
論
す
る
よ
う
に
な
り
、
骨
を
粉
に
し
て
墓
に

埋
め
る
。
粉
を
入
れ
た
酒
を
飲
む
と
、
人
々
は
し
ゃ
べ
っ
た
り
嘘

を
つ
い
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。（
タ
イp.145

）

　

3　
イ
ン
ド
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ　
亀
が
野
鴨
に
頼
み
、
自
分
の
く

わ
え
た
棒
の
両
端
を
く
わ
え
さ
せ
て
飛
ん
で
も
ら
お
う
と
す
る
と
、

野
鴨
は
「
口
を
開
く
な
」
と
言
っ
て
飛
び
上
が
る
。
人
々
が
そ
れ

を
見
て
、「
す
ば
ら
し
い
案
だ
」
と
ほ
め
る
と
、
亀
は
「
ぼ
く
の
考

え
だ
」
と
言
っ
て
地
面
に
落
ち
、
死
ん
だ
。（
パ
ン
ジ
ャ
ブp.191

）

 

（『
通
観
』
研
究
篇
1
・
四
九
四
〜
四
九
五
頁
）

ま
た
、
次
の
よ
う
な
「
589
亀
の
天
昇
り
」
と
い
う
異
伝
も
あ
る
。

　

①
三
匹
の
亀
が
昇
天
す
る
竜
に
頼
み
、
先
頭
の
亀
が
そ
の
尾
に
食
い

つ
き
、
数
珠
つ
な
ぎ
に
な
っ
て
天
へ
向
か
う
。
②
途
中
で
竜
が
亀
の
安

否
を
た
だ
す
と
、
亀
は
返
事
を
し
て
元
の
池
に
落
ち
る
。

 

（『
通
観
』
研
究
篇
1
・
五
四
二
頁
）

と
こ
ろ
で
、
こ
の
話
は
、
日
本
の
説
話
集
で
は
古
く
か
ら
『
今
昔
物
語
集
』

巻
第
五
「
亀
、
不
信
鶴
教
、
落
地
破
甲
語
第
廿
四
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る

が
、
近
年
に
な
っ
て
初
め
て
注
釈
付
で
刊
行
さ
れ
た
『
注
好
選
』（
新
日
本

古
典
文
学
大
系
31
・
一
九
九
七
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
て

い
る
し
、『
キ
リ
シ
タ
ン
版
エ
ソ
ポ
物
語
』
四
八
七
「
亀
と
、
鷲
の
事
」
に

も
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
こ
の
話
が
一
方
で
は
西
洋
に
も
広
が
っ
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
起
源
と
し
て
は
イ
ン
ド
の
仏
書
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
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『
パ
ン
チ
ャ
タ
ン
ト
ラ
』
一・一
三
「
亀
と
二
羽
の
白
鳥
」
を
原
文
摘
要
を
基

に
関
り
の
深
い
部
分
の
み
か
い
つ
ま
ん
で
引
い
て
お
く
。

　

あ
る
池
に
カ
ン
プ
グ
リ
ー
ヴ
ァ
と
い
う
亀
が
い
て
、
仲
の
よ
い
友
達

の
二
羽
の
白
鳥
が
い
た
。（
略
）
あ
る
時
雨
が
降
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、

池
は
次
第
に
乾
燥
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
不
運
に
苦
し
ん
だ
二
羽
の
白
鳥

が
亀
に
言
っ
た
。「
ね
え
君
、
こ
の
池
は
泥
だ
け
し
か
残
っ
て
い
な
い
。

君
は
一
体
ど
う
な
る
ん
だ
。
僕
た
ち
の
心
は
不
安
で
い
っ
ぱ
い
だ
よ
」。

こ
れ
を
聞
い
て
カ
ン
プ
グ
リ
ー
ヴ
ァ
が
言
っ
た
。「
あ
あ
、
水
が
な
く

て
は
、
も
う
生
き
て
い
ら
れ
な
い
よ
。
だ
が
な
に
か
方
法
を
考
え
な
く

て
は
い
け
な
い
。（
略
）
そ
れ
故
な
に
か
堅
い
綱
か
軽
い
木
片
を
も
っ

て
き
て
、
沢
山
の
水
を
湛
え
た
池
を
探
し
て
く
れ
給
え
。
私
は
そ
の
木

片
の
真
中
を
歯
で
く
わ
え
て
い
る
か
ら
、
君
た
ち
は
そ
の
木
片
の
先
端

の
部
分
を
つ
か
ま
え
て
、
私
と
一
緒
に
そ
の
池
に
運
ん
で
く
れ
給
え
」。

二
羽
の
白
鳥
は
言
っ
た
。「
よ
し
、
そ
の
通
り
に
し
て
や
ろ
う
。
だ
が
、

君
は
沈
黙
の
戒
を
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
も
な
い
と
君
は
木
片
か
ら
落

ち
て
し
ま
う
か
ら
な
」。
そ
の
通
り
に
事
が
運
ん
で
い
っ
た
時
、（
略
）

町
の
人
々
は
（
略
）「
や
あ
、
車
輪
み
た
い
な
も
の
が
、
二
羽
の
鳥
に

運
ば
れ
て
い
る
ぞ
、
見
て
ご
ら
ん
、
見
て
ご
ら
ん
」。
彼
ら
の
叫
び
声

を
聞
く
と
、
カ
ン
プ
グ
リ
ー
ヴ
ァ
は
言
っ
た
。「
何
で
そ
ん
な
に
わ
め

く
の
だ
」
と
、
言
い
つ
つ
言
葉
半
ば
で
落
ち
、
そ
し
て
町
の
人
々
に
粉

砕
さ
れ
た
。 

（『
通
観
』
研
究
篇
2
・
四
四
九
頁
）

こ
ち
ら
の
話
は
、
古
代
の
イ
ン
ド
の
『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』
二
一
五
「
カ
メ
前

生
物
語
」、『
ヒ
ト
ー
パ
デ
ー
シ
ャ
』
四
挿
話
一
、『
カ
リ
ー
ラ
と
デ
ィ
ム
ナ
』

一
「
亀
と
二
羽
の
家
鴨
」
な
ど
、
ま
た
経
典
の
『
旧
雑
譬
喩
経
』
下
三
九

（『
法
苑
珠
林
』
四
六
・
思
愼
篇
、
愼
過
部
五
）、『
五
分
律
』
二
五
（『
法
苑
珠

林
』
八
二・六
度
篇
、
忍
辱
部
三
・
引
証
部
四
）
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、

西
洋
に
も
『
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
』
三
五
一
「
亀
と
鷲
」、
ラ
・
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ

『
寓
話
』
一
〇・二
「
カ
メ
と
二
羽
の
カ
モ
」
な
ど
に
も
見
え
て
い
る
（『
通
観
』

研
究
篇
2
・
四
四
九
〜
四
五
〇
頁
）。

こ
う
し
た
書
物
を
列
挙
し
て
話
の
伝
承
を
考
え
る
こ
と
は
、
直
接
書
物
か

ら
書
物
へ
と
い
う
書
き
継
が
れ
た
書
承
の
み
を
意
味
す
る
だ
け
の
こ
と
で
は

な
い
。
語
ら
れ
た
話
が
、
た
ま
た
ま
書
物
に
書
き
留
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い

と
も
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
伝
承
は
口
頭
で
も
、
文
字
と
し
て
も
、

多
様
に
い
く
ど
も
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
話
の
伝
承
に
関
し
て
興
味
深
い
一
つ
の
資
料
が
あ
る
。

筆
者
が
亀
の
資
料
を
求
め
て
を
韓
国
訪
れ
た
時
に
、
ソ
ウ
ル
市
内
の
骨
董
街

で
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
亀
を
探
し
て
い
る
と
い
う
問
い
か
け
に
応
え
て
店

の
奥
か
ら
出
さ
れ
て
き
た
額

装
の
絵
で
あ
る
。
一
目
、
昔
話

「
亀
甲
の
由
来
」
と
し
て
知
ら

れ
る
話
を
絵
画
化
し
た
も
の

と
思
わ
れ
た
の
で
購
っ
た
も

の
で
あ
る
（
４
）〈

図
1
〉。
残
念
な

が
ら
、
い
つ
、
だ
れ
が
、
ど
こ

で
描
い
た
も
の
か
は
わ
か
ら

な
い
た
め
、
資
料
的
価
値
も

図１：亀を銜えた二羽の雁
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未
定
で
あ
る
。
し
か
し
昔
話
が
こ
と
ば
以
外
で
も

伝
承
さ
れ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
今
の
と
こ
ろ
こ
れ
と
同
様
な
絵

が
あ
る
こ
と
を
聞
か
な
い
。
し
か
し
、
絵
画
で
は

な
い
が
、
基
と
な
る
仏
教
説
話
の
イ
メ
ー
ジ
化

に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ド
や
東
南
ア
ジ
ア
に
は
レ

リ
ー
フ
な
ど
の
彫
刻
さ
れ
て
い
る
例
は
既
に
あ

る
。
ま
た
、
貝
塚
市
の
願
泉
寺
本
堂
の
欄
間
に
は

こ
の
話
を
描
い
た
木
造
彫
刻
が
存
す
る
〈
図
2
〉。

ま
だ
認
識
さ
れ
な
い
だ
け
で
イ
メ
ー
ジ
で
の
伝

承
の
例
は
他
に
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

口
頭
伝
承
を
考
え
る
時
、
こ
う
し
た
絵
の
存

在
を
ど
う
と
ら
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
と
ば
を
飛
び
越
え
て
イ
メ
ー
ジ
が
直
接
に
伝

承
さ
れ
て
い
く
こ
と
。
こ
れ
に
も
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。
話
を
聞
く
対
象
者
が
未
見
の
も
の

で
も
、
絵
に
描
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
伝
達
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

描
か
れ
た
絵
は
、
視
覚
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
、
そ
の
ま
ま
明
瞭
な
形
を
も
っ

て
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四　

海
彼
の
乗
亀
譚

と
こ
ろ
で
昔
話
ば
か
り
で
は
な
い
。
改
め
て
注
目
す
れ
ば
海
の
向
こ
う

に
も
亀
に
乗
る
説
話
は
多
い
。
著
名
な
の
は
中
国
の
燕
丹
と
毛
宝
で
あ
ろ

う
。
毛
宝
は
『
蒙
求
』
に
「
毛
宝
白
亀
」（
二
六
二
）
と
あ
る
。

　

初
寳
在
武
昌
、
軍
人
有
於
市
買
得
一
白
龜
、
長
四
五
寸
養
之
。
漸
大

放
諸
江
中
。
邾
城
之
敗
、
養
龜
人
被
鎧
持
刀
、
自
投
於
水
中
如
覺
堕
一

石
上
。
視
之
乃
先
所
養
白
龜
。
長
五
六
尺
。
送
至
東
岸
、
遂
得
免
焉
。

 

（
新
釈
漢
文
大
系
『
蒙
求
』
下
・
明
治
書
院
・
一
九
七
三
年
）

市
中
で
四
、五
寸
の
大
き
さ
の
白
亀
を
買
っ
て
飼
育
す
る
者
軍
人
が
い
た

が
、
大
き
く
な
っ
た
の
で
亀
を
揚
子
江
に
放
し
た
。
邾
城
の
戦
い
に
敗
れ
、

そ
の
軍
人
も
鎧
を
つ
け
刀
を
持
っ
た
ま
ま
水
中
に
飛
び
こ
ん
だ
と
こ
ろ
、

一
つ
の
石
の
上
に
落
ち
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
が
、
よ
く
見
る
と
以
前
飼
っ

て
い
て
放
し
て
や
っ
た
白
亀
で
、
五
、六
尺
に
成
長
し
て
い
た
。
彼
は
こ
の

亀
に
送
ら
れ
て
東
岸
に
着
き
、
遂
に
死
を
免
れ
得
た
、
と
い
う
。

『
蒙
求
』
は
幼
学
書
と
し
て
盛
ん
に
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
話

は
日
本
で
も
学
問
の
基
層
と
し
て
普
及
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。『
和
漢
朗
詠

集
』
下
の
源
順
の
詩
句
に
も
「
毛
宝
亀
帰
寒
浪
底
」（「
白
」
胸
句
）
と
あ

り
、『
源
平
盛
衰
記
』
巻
二
十
六
に
も
「
如
無
僧
都
烏
帽
子
同
母
放
亀
、
附

毛
宝
放
亀
事
」
と
し
て
、
如
無
僧
都
と
い
う
山
陰
の
息
子
の
逸
話
を
記
す

の
に
付
し
て
、
毛
宝
の
逸
話
に
も
言
及
し
て
い
る
。『
蒙
求
』
の
話
と
は
少

し
異
な
る
が
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

　

昔
斉
国
に
毛
宝
と
云
者
在
き
。
江
の
辺
を
通
け
り
。
漁
父
亀
を
捕
て

殺
さ
ん
と
す
。
甲
の
長
さ
四
尺
。
毛
宝
是
を
憐
で
、
買
取
て
江
に
放
つ
。

後
に
石
虎
将
軍
と
云
者
と
戦
け
る
が
、
江
の
耳
ま
で
被
責
付
て
、
毛
宝

難
遁
敵
に
と
ら
れ
て
恥
を
見
ん
よ
り
は
、
不
如
江
の
中
に
入
水
に
し
づ

ん
で
死
な
ん
に
は
と
思
ひ
て
即
入
に
け
り
。
水
の
底
に
是
を
戴
て
我
を

図２：願泉寺欄間彫刻



8

助
る
者
あ
り
。
向
の
岸
に
至
て
江
の
中
を
顧
れ
ば
、
大
な
る
亀
也
。
亀

水
の
上
に
浮
て
腹
を
顕
に
せ
り
。
是
を
見
れ
ば
、
毛
宝
が
放
せ
し
亀
也
と

云
銘
文
あ
り
て
、
其
後
水
に
入
に
け
り
。
毛
宝
亀
に
被
助
て
石
虎
将
軍
が

難
を
免
れ
た
り
。
漢
家
本
朝
境
異
な
れ
共
、
放
生
の
酬
と
り
〳
〵
也
。

 

（
内
閣
文
庫
蔵
慶
長
古
活
字
本
・
国
民
文
庫
）

こ
の
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
同
じ
題
「
白
」
で
順
の
詩
句
の
直
前
に
は
謝

観
「
白
賦
」
が
掲
載
さ
れ
て
「
燕
丹
之
去
日
烏
頭
」（
燕
丹
が
去
さ
り
し

日
の
烏
の
頭
）
の
句
が
あ
る
。
馬
に
角
が
生
え
、
白
い
頭
の
烏
が
出
現
す

る
と
い
う
異
変
に
よ
り
燕
の
皇
太
子
の
丹
は
故
国
に
帰
る
こ
と
を
得
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
道
中
で
は
秦
の
皇
帝
の
策
略
に
よ
り
、
丹
は
橋

の
途
中
で
川
に
落
ち
て
し
ま
う
が
、
亀
が
浮
か
び
出
て
助
け
る
の
で
あ
る
。

こ
の
逸
話
は
『
平
家
物
語
』
巻
第
五
「
咸
陽
宮
」
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。

　

始
皇
帝
、
烏
頭
馬
角
の
變
に
お
ど
ろ
き
、
綸
言
か
へ
ら
ざ
る
事
を
信

じ
て
、
太
子
丹
を
な
だ
め
つ
ゝ
、
本
國
へ
こ
そ
か
へ
さ
れ
け
れ
。
始
皇

な
を
く
や
し
み
て
、
秦
の
國
と
燕
の
國
の
さ
か
井
に
楚
國
と
い
ふ
國
あ

り
。
大
な
る
河
な
が
れ
た
り
。
か
の
河
に
わ
た
せ
る
橋
を
ば
楚
國
の
橋

と
い
へ
り
。
始
皇
官
軍
を
つ
か
は
し
て
、
燕
丹
が
わ
た
る
時
、
河
な
か

の
橋
を
ふ
ま
ば
お
つ
る
樣
に
し
た
ゝ
め
て
、燕
丹
を
わ
た
ら
せ
け
る
に
、

な
じ
か
は
お
ち
い
ら
ざ
る
べ
き
。
河
な
か
へ
お
ち
入
ぬ
。
さ
れ
ど
も
ち

（
ッ
）
と
も
水
に
も
お
ぼ
れ
ず
、
平
地
を
行
ご
と
く
し
て
、
む
か
へ
の

岸
へ
付
に
け
り
。
こ
は
い
か
に
と
お
も
ひ
て
う
し
ろ
を
か
へ
り
見
け
れ

ば
、
龜
ど
も
が
い
く
ら
と
い
ふ
か
ず
も
し
ら
ず
、
水
の
上
に
う
か
れ
來

て
、
こ
う
を
な
ら
べ
て
あ
ゆ
ま
せ
た
り
け
る
。
こ
れ
も
孝
行
の
こ
ゝ
ろ

ざ
し
を
冥
顯
あ
は
れ
み
給
ふ
に
よ（
ッ
）て
な
り
。（
日
本
古
典
文
学
大
系
）

こ
こ
で
は
亀
が
群
れ
を
成
し
て
橋
の
代
わ
り
に
な
っ
た
と
す
る
。
同
じ

話
が
『
源
平
盛
衰
記
』
巻
第
十
七
に
も
「
始
皇
燕
丹
并
咸
陽
宮
事
」
と
し

て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
燕
丹
説
話
は
後
に
は
古
浄
瑠
璃
『
咸

陽
宮
』、
さ
ら
に
草
双
紙
『
漢
楊
宮
』
と
し
て
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
そ

し
て
、
ど
ち
ら
に
も
浦
島
の
ご
と
く
に
一
匹
の
大
き
な
亀
に
乗
っ
た
姿
が

挿
絵
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
５
）。

亀
に
乗
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は

恰
好
の
絵
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
燕
丹
説
話
は
「
燕
丹
乗
亀
」
と
い
う
画

題
と
し
て
、
日
本
で
も
狩
野
派
の
人
々
な
ど
に
よ
り
よ
く
画
か
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
（
斎
藤
隆
三
『
画
題
辞
典
』、金
井
紫
雲
『
東
洋
画
題
綜
覧
』）。

隣
国
の
韓
国
に
も
乗
亀
譚
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
朱
蒙
の

逃
亡
譚
で
あ
る
。『
三
国
史
記
』
巻
第
十
三
「
高
句
麗
本
紀
」
の
冒
頭
に
見

ら
れ
る
。
第
一
・
始
祖
東
明
聖
王
・
琉
璃
王
と
し
て
次
の
ご
と
く
に
あ
る
。

始
祖
東
明
聖
王
の
姓
は
高
氏
で
名
は
朱ジ
ユ
モ
ン蒙
で
あ
る
（
ま
た
は
鄒
牟
ま

た
は
衆
解
と
も
い
う
）。〈
中
略
〉朱
蒙
が
獲
っ
た
獣
が
非
常
に
多
か
っ

た
の
で　

王
子
お
よ
び
諸
臣
は
ま
た
朱
蒙
を
殺
そ
う
と
は
か
っ
た
。

朱
蒙
の
母
は
か
げ
で
こ
の
事
実
を
知
り
「
国
の
人
た
ち
が　

ま
さ
に

汝
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
。
汝
の
才
能
な
ら
ど
こ
へ
行
っ
た
っ
て
い
い

で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
い
つ
ま
で
も
と
ど
ま
っ
て
い
て
害
を
う
け
る
よ

り
は　

遠
く
へ
行
っ
て　

こ
と
を
は
か
っ
た
方
が
い
い
」
と　

告
げ

た
。
朱
蒙
は
す
ぐ
烏
伊　

摩
離　

陜
父
ら
三
人
で
友
と
な
り　

出
発

し
て
、
淹
水
（
一
名　

蓋
斯
水　

今
の
鴨
緑
江
の
東
北
に
あ
る
）
に

至
っ
て　

川
を
渡
ろ
う
と
し
た
が　

橋
が
な
か
っ
た
。
追
手
の
兵
が
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迫
っ
て
く
る
の
を
恐
れ　

川
に
向
っ
て
「
私
は
天
帝
の
子
で
あ
り　

河
伯
の
外
孫
で
あ
る
。
今　

逃
け
る
途
中
だ
が　

追
手
が
せ
ま
っ
て

く
る
。
ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
」
と　

た
ず
ね
た
。
こ
の
時　

魚
や
亀
た
ち
が
水
の
上
に
浮
び
出
て　

橋
を
か
け
て
く
れ
た
の
で　

朱
蒙
た
ち
は
川
を
渡
る
こ
と
が
で
き
た
が　

魚
や
亀
た
ち
が
解
い
て

姿
を
か
く
す
と　

追
手
の
兵
は
渡
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。 

（『
三

国
史
記
』
中
、
林
英
樹
訳
・
三
一
書
房
・
一
一
〜
一
四
頁
）

亀
が
橋
の
替
り
に
な
っ
て
人
間
を
渡
す
と
い
う
発
想
は
、
燕
丹
の
故
事

に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
故
事
は
『
三
国
遺
事
』
も
同
内
容
で
あ
る
。

さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
こ
れ
は
因
幡
の
白
兎
に
も
つ
な
が
る
話
で
あ
る
（
６
）。

こ
う
し
た
海
の
向
こ
う
の
説
話
が
、
話
と
し
て
日
本
に
ど
の
程
度
の
影

響
を
与
え
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
先
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
乗
亀
譚

の
起
源
は
仏
教
の
本
生
譚
（
ジ
ャ
ー
タ
カ
）
ま
で
遡
り
う
る
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
そ
し
て
、
仏
教
説
話
を
含
め
た
彼
我
の
説
話
の
存
在
が
、
浦
島

が
亀
に
乗
る
た
め
の
環
境
整
備
に
役
に
立
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
視
点
を
替
え
て
見
れ
ば
、
江
戸
時
代
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
浦
島

は
亀
に
乗
っ
た
の
だ
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
乗
る
必
要
の
な
か
っ

た
浦
島
が
乗
る
に
は
、
乗
る
た
め
の
条
件
整
備
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
乗
っ
て
以
降
に
は
ず
っ
と
亀
に
乗
る
話
の
方
が
優
勢
に
な
っ

て
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
千
年
と
い
う
継
続
性
の
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
、

乗
亀
譚
へ
の
転
換
は
話
の
内
な
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
で
は
な
く
、
外
的
要
因

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
見
る
方
が
よ
い
。
つ
ま
り
内
的
必
然
で
は
な
く
、

外
的
な
要
因
が
浦
島
を
亀
に
載
せ
た
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を

筆
者
は
「
蓑
亀
」
と
い
う
神
聖
で
異
形
な
亀
の
登
場
で
あ
る
と
捉
え
て
い

る（
７
）。

こ
の
亀
の
素
性
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
江
戸
前
期
か
ら
流

行
し
た
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
絵
画
彫
刻
に
見
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
そ

し
て
、
何
よ
り
も
こ
の
江
戸
前
期
以
降
、
浦
島
乗
亀
図
（
浦
島
の
亀
に
乗

る
姿
）
に
描
か
れ
た
亀
は
例
外
な
く
こ
の
蓑
亀
な
の
で
あ
る
。

五　

蓑
亀
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か

人
間
だ
け
で
な
く
亀
に
乗
っ
た
姿
の
神
々
も
多
数
描
か
れ
て
い
る
。
多
く

は
浦
島
が
亀
に
乗
っ
て
以
降
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
安
曇
磯
良
の
亀
に
乗
る

絵
も
、
御
伽
草
子
類
に
描
か
れ
る
も
の
は
蓑
亀
で
あ
る
。
こ
れ
は
磯
良
と
豊

玉
姫
と
の
つ
な
が
り
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
伊
豆
御
前
崎
駒
形
神
社
の
風

折
烏
帽
子
に
直
衣
指
貫
姿
の
駒
形
大
神
の
像
も
祭
神
に
豊
玉
姫
・
玉
依
姫
を

祀
る
縁
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
以
降
に
描
か
れ
た
も
の

は
蓑
亀
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
水
神
で
あ
る
罔
象
女
（
ミ
ズ
ハ
ノ
メ
）
命

の
掛
幅
を
始
め
、
奥
州
の
「
鹽
竈
三
座
大
明
神
」（
木
版
・
法
蓮
寺
）、
丹
後

の
「
浦
嶋
五
社
大

明
神
」（
木
版
・

来
迎
寺
）〈
図
3
〉、

そ
し
て
神
奈
川
の

浦
島
寺
の
三
尊
像

と
そ
の
掛
幅
「
龍

宮
伝
来
厄
除
聖
観

世
音
菩
薩
」（
木

図３：浦島五社明神像
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版
・
観
福
寺
）
に
も
脇
士
「
浦
島
大
明
神
」、「
龜
化
龍
女

神
」
も
含
め
そ
の
亀
の
姿
は
す
べ
て
蓑
亀
な
の
で
あ
る
。

先
の
赤
本
の
乗
亀
図
の
亀
ま
で
も
で
あ
る
。

蓑
亀
の
特
徴
を
端
的
に
あ
げ
て
お
こ
う
。
頭
頂
部
に
は
耳
が
、
口
に
は
牙
が

あ
る
。
首
は
長
く
て
蛇
腹
で
あ
る
。
四
足
に
は
爪
が
あ
り
、
甲
羅
の
後
部
に
は

房
状
の
尾
の
よ
う
な
藻
が
長
く
靡
い
て
繁
茂
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
異

形
の
亀
は
『
絵
本
初
心
柱
立
』〈
図
4
〉
で
も
海
老
や
石
亀
や
鼈
な
ど
と
並
ん
で

描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、普
通
に
実
在
す
る
が
ご
と
き
存
在
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
草
双
紙
類
、
錦
絵
、
引
札
な
ど
の
絵
画
や
彫
刻
の
類
も
含
め
、
浦

島
乗
亀
図
の
成
立
以
降
、
近
代
の
絵
本
に
至
る
ま
で
、
乗
亀
図
に
描
か
れ

た
亀
は
、
決
し
て
海
亀
で
は
な
く
、
す
べ
て
蓑
毛
を
持
つ
蓑
亀
で
あ
る
。

ゆ
え
に
結
果
論
と
し
て
蓑
亀
の
流
行
が
浦
島
を
亀
に
載
せ
た
と
い
う
見
方

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
蓑
亀
は
、
い
つ
ご
ろ
ど
こ
か
ら
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
実
に
わ

か
っ
て
い
る
の
は
江
戸
初
期
の
南
蛮
屏
風
や
洛

中
洛
外
図
屏
風
〈
図
5
〉
に
は
、
商
家
の
暖

簾
の
文
様
に
と
し
て
既
に
多
数
描
か
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
床
の
間
の
三
具
足
の

燭
台
の
台
座
に
も
見
ら
れ
、
寺
社
の
蟇
股
の

彫
刻
な
ど
に
も
散
見
す
る
。
こ
う
し
た
蓑
亀

の
氾
濫
を
江
戸
前
期
に
外
か
ら
第
三
者
の
目

で
鋭
く
観
察
し
た
人
物
が
い
た
。
ち
ょ
う
ど

こ
の
頃
（
一
六
九
〇
〜
九
二
年
）
に
オ
ラ
ン

ダ
船
の
船
医
と
し
て
日
本
に
滞
在
し
た
ド
イ

ツ
人
医
師
ケ
ン
ペ
ル
は
、
帰
国
後
に
著
し
た

『
日
本
誌
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

亀
の
一
種
に
、
学
者
の
間
で
は
毛
亀
（
も
う
き M

ooki 

）、
一
般

に
は
蓑
亀
（
み
の
が
め M

ino gam
e 

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
甲
羅

の
周
り
に
円
く
髯
が
生
え
た
よ
う
に
、
幅
の
広
い
尾
の
あ
る
亀
が
い

る
。
自
然
界
に
は
余
り
見
か
け
な
い
が
、
寓
意
的
な
幸
福
の
象
徴
と

し
て
、
寺
院
や
祠
堂
や
諸
侯
の
館
の
広
間
な
ど
の
置
物
を
初
め
、
全

国
的
に
絵
や
飾
り
物
に
見
か
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。（
今
井
正
訳
・

上
巻
・
一
八
五
頁
・
改
訂
増
補
版
・
一
九
八
九
年
、
霞
ケ
関
出
版 

）

学
者
は
「
毛
亀
」、
一
般
に
は
「
蓑
亀
」
と
呼
ぶ
亀
は
、
ケ
ン
ペ
ル
の
注

意
を
引
い
た
。
彼
は
精
確
に
蓑
亀
の
特
徴
を
と
ら
え
て
い
る
。
蓑
毛
は
甲
羅

の
上
で
は
な
く
、
甲
羅
の
周
り
と
甲
羅
の
後
尾
に
尻
尾
の
よ
う
に
あ
る
。
ゆ

え
に
「
幅
広
い
尾
」
と
と
ら
え
、
蓑
亀
を
幸
福
の
象
徴
と
受
け
取
っ
た
。
つ

図５：伊達開拓記念館蔵「洛中洛外図」の暖簾の
蓑亀

図４：浮木庵蔵『絵本初心柱立』の蓑亀
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ま
り
蓑
亀
は
吉
祥
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
行
く
先
々
の
神
社
仏
閣
や
大
名

の
屋
敷
の
広
間
な
ど
に
置
物
と
し
て
目
に
つ
き
、
ま
た
全
国
的
に
も
見
か
け

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
当
時
流
行
し
て
い
た
こ
と
が
『
日
本
誌
』
の
記

述
か
ら
、
蓑
亀
が
元
禄
頃
（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
四
）
に
は
寺
社
な
ど
を
始

め
流
行
し
、
そ
の
規
模
は
全
国
に
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ

は
浦
島
が
亀
に
乗
っ
た
時
期
と
も
重
な
る
。
そ
し
て
、
蓑
亀
は
そ
の
後
も
そ

の
性
格
を
微
妙
に
替
え
な
が
ら
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
乗
亀
図
を
支
え
る
異
形
の
蓑
亀
は
日
本
独
自
の
も
の

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
中
国
の
仙
人
た
ち
も
亀
に
乗
っ
た
姿
が
絵
画
や

籠
時
期
に
描
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
八
仙
図
」
の
曹
国
舅
は
亀
に
乗
る

（
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
蔵
）。
が
、
亀
は
蓑
亀
で
は
な
い
。
既
に
平
安

時
代
に
は
大
江
匡
房
の
『
本
朝
神
仙
伝
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
浦

島
も
仙
人
と
し
て
の
認
識
は
あ
っ
た
が
、
蓑
亀
の
出
現
は
な
か
っ
た
時
点

で
は
乗
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
も
江
戸
時
代
に
は
蓑

亀
の
流
行
と
同
じ
江
戸
時
代
前
期
に
は
亀
に
乗
る
仙
人
が
寺
社
の
蟇
又
の

彫
刻
と
し
て
描
か
れ
て
い
く
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
京
都
市
内
の
北
野
天
満

宮
拝
殿
、
京
都
御
所
建
礼
門
、
二
条
城
二
の
丸
御
殿
唐
門
、
下
御
霊
神
社

の
表
門
（
仮
御
所
建
礼
門
を
移
築
）
な
ど
が
あ
り
、
仙
台
市
の
大
崎
八
幡

宮
拝
殿
の
欄
間
彫
刻
に
も
見
ら
れ
る
。

一
方
、
海
彼
の
韓
国
の
民
画
の
い
く
つ
か
に
は
亀
に
乗
る
仙
女
た
ち
が
描
か

れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
中
に
は
頭
部
に
は
耳
が
り
、
甲
羅
の
後
部
に

は
蓑
毛
ら
し
き
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
ゆ
え
に
蓑
亀
の
源
流

を
こ
こ
に
求
め
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
こ
の
民
画
の
亀
の

成
立
を
ど
こ
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
る
。
仮
に
浦
島

の
乗
亀
の
時
期
を
一
七
〇
〇
年
以
前
と
し
て
も
、
韓
国
の
民
画
に
は
落
款
も

な
い
た
め
絵
師
の
特
定
も
制
作
年
代
も
未
詳
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま

り
、
制
作
年
代
が
は
っ
き
り
し
な
い
限
り
影
響
関
係
も
問
え
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
韓
国
の
亀
が
日
本
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
間
違
い

な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
民
画
で
好
ん
で
描
か
れ
る
吉
祥
図
に
「
十
長
生
図
」

が
あ
る
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
亀
は
必
ず
口
か
ら
息
を
吐
い
て
い
る

よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
絵
画
だ
け
で
な
く
、
箸
袋
な
ど
の
刺
繍

に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
で
も
江
戸
時
代
後
期
に
な
る

と
息
を
吐
く
亀
が
描
か
れ
始
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
生
け
花
の
薄
端
花
器

に
亀
が
息
を
吐
く
イ
メ
ー
ジ
の
造
形
あ
る
こ
と
か
ら
も
確
実
に
届
い
て
い

る
と
い
え
る
。
具
体
的
に
は
、
未
生
斎
一
甫
『
挿
花
さ
く
ら
の
香
』（
文
政

四
年
刊
・『
未
生
斎
上
田
広
甫
全
集
』
所
収
）
な
ど
に
見
ら
れ
、
そ
の
亀
が

蓑
亀
で
あ
る
例
も
遠
野
市
の
柳
翁
宿
の
床
の
間
で
実
見
し
て
い
る
。

因
み
に
、
近
世
に
お
け
る
蓑
亀
の
イ
メ
ー
ジ
は
単
な
る
吉
祥
だ
け
で
な

く
万
能
で
あ
っ
た
。
神
々
を
乗
せ
る
だ
け
で
な
く
、
蓬
萊
山
を
背
負
っ
て

絵
に
も
描
か
れ
、祝
言
の
蓬
萊
（
蓬
萊
山
）
ま
た
は
島
台
の
作
り
物
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
ケ
ン
ペ
ル
は
絵
を
載
せ
て
い
る
。
ま
た
、
江

戸
末
期
に
は
蓑
亀
は
そ
の
口
か
ら
龍
宮
の
蜃
気
楼
を
替
わ
っ
て
吐
き
出
す

と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
は
引
札
類
に

は
、
そ
れ
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
い
く
つ
も
あ
る
（
８
）。

も
う
一
つ
こ
の
蓑
亀
が
広
が
っ
て
い
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
ケ
ン
ペ
ル

に
は
言
及
は
な
い
が
亀
趺
の
存
在
が
あ
る
。
亀
趺
と
は
石
碑
の
台
座
が
亀
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の
形
を
し
て
い
る
も
の

の
呼
称
で
あ
る
が
、
中

国
で
は
漢
代
、
韓
国
で

は
統
一
新
羅
時
代
に
は

存
在
し
た
の
に
対
し
て
、

日
本
で
は
大
い
に
遅
れ

江
戸
時
代
前
期
頃
か
ら

顕
在
化
し
て
く
る
（
９
）。

寛

永
の
頃
に
い
た
っ
て
登
場
し
て
く
る
亀
趺
と
呼
ば
れ
る
亀
の
台
座
は
、
当

初
は
蓑
亀
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
中
頃
の
正
保
頃
か
ら
は
蓑
亀

と
な
っ
て
き
て
お
り
、
寛
文
六
年
刊
行
の
『
訓
蒙
図
彙
』
の
「
石
碑
」（
巻

之
十
一
・
器
用
）
の
挿
絵
〈
図
6
〉（
勉
誠
社
複
製
本
）
で
は
、
蓑
亀
と

し
て
描
か
れ
て
お
り
、
正
徳
二
年
『
和
漢
三
才
図
会
』
の
「
碑
」（
巻
第

十
九
・
神
祭
附
属
仏
供
器
）
で
も
こ
の
絵
を
踏
襲
し
て
い
る
。

ま
と
め

『
遠
野
物
語
』
の
「
拾
遺
」
の
一
五
六
に
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。

　

佐
々
木
君
の
友
人
某
と
い
う
人
が
、あ
る
時
大
病
で
息
を
引
き
取
っ

た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
絵
に
あ
る
竜
宮
の
よ
う
な
門
が
見
え
る
の
で
、

大
急
ぎ
で
走
っ
て
行
く
と
、
門
番
ら
し
い
人
が
い
て
、
ど
う
し
て
も

そ
の
内
に
入
れ
て
く
れ
な
い
。
す
る
と
そ
こ
へ
つ
い
近
所
の
某
と
い

う
女
を
乗
せ
た
車
が
、
非
常
な
勢
い
で
走
っ
て
来
て
、
門
を
通
り
抜

け
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
く
や
し
が
っ
て
見
て
い
る
と
こ
ろ
を
，
皆

の
者
に
呼
び
返
さ
れ
て
蘇
生
し
た
。
後
で
聞
く
と
、車
に
乗
っ
て
通
っ

た
女
は
、
そ
の
時
刻
に
死
ん
だ
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

 

（
角
川
文
庫
版
・
一
三
三
頁
）

こ
の
「
絵
に
あ
る
竜
宮
の
よ
う
な
門
」
と
い
う
表
現
が
私
に
は
気
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
門
が
、
あ
の
世
と
か
冥
土
の
入
口
を
象
徴
し
て
い
る
こ
と
は

わ
か
る
。
し
か
し
、
語
り
の
中
で
「
絵
に
あ
る
」
と
い
う
表
現
を
用
い
れ
ば
、

こ
と
ば
で
の
説
明
を
放
棄
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か
。
あ
る
い
は

「
絵
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
以
外
の
も
の
を
比
喩
的
に
使
っ
て
は
じ
め
て

龍
宮
門
は
理
解
可
能
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
既
に
龍
宮
門
は
絵
以
外

で
は
表
現
で
き
な
い
異
形
の
門
と
し
て
定
着
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う）

10
（

。

続
け
て
一
五
七
に
も
同
様
な
表
現
が
あ
る
。
別
の
友
人
が
（
病
気
で
発

熱
す
る
と
よ
く
幻
覚
を
見
る
ら
し
い
の
で
あ
る
が
）
子
供
の
時
に
鍋
倉
山

の
坂
道
を
駈
け
下
る
際
に
転
ん
で
気
絶
し
た
時
に
、倒
れ
た
と
思
う
と
「
絵

に
あ
る
龍
宮
の
よ
う
な
綺
麗
な
処
が
遠
く
に
見
え
た
」
と
あ
る
（
同
書
同

頁
）。
こ
れ
に
も
こ
と
ば
の
代
わ
り
に
「
絵
」
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
表
現
は
、
異
郷
イ
メ
ー
ジ
が
絵
と
い
う
視
覚
イ
メ
ー
ジ
で
伝
承
さ

れ
て
き
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
共
に
、
伝
承
と
い
う
出
来
事
が
、
こ
と
ば

と
と
も
に
、
視
覚
を
媒
介
と
し
て
も
の
で
も
あ
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

龍
宮
門
で
例
を
挙
げ
る
。
石
巻
市
の
石
応
禅
寺
の
龍
宮
門
は
、
先
代
住
職

が
東
京
上
野
の
不
忍
池
に
あ
る
寛
永
寺
弁
天
堂
の
門
を
見
て
、
思
い
立
っ
た

も
の
と
聞
い
て
い
る
。
日
光
市
興
雲
律
院
の
門
を
参
考
に
し
て
宇
都
宮
市
の

光
明
寺
の
門
は
出
来
た
と
聞
い
て
い
る
。
ま
た
、
鳥
取
市
の
梅
翁
院
が
龍
宮

図６：『訓蒙図彙』の石碑の挿絵
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門
を
建
立
の
後
、
近
隣
の
本
願
寺
と
光
明
寺
、
遠
く
離
れ
て
米
子
市
の
法
城

寺
の
門
が
建
立
さ
れ
た
と
い
う
例
も
あ
る
。
以
上
は
私
の
聞
き
書
き
で
あ
る
。

こ
と
ば
と
同
じ
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
（
形
）
も
伝
播
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

か
た
ち
を
視
覚
的
に
伝
え
て
い
く
伝
承
の
方
法
が
あ
る
、
こ
れ
を
端
的
に
目

の
伝
承
と
で
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
る
。

付
記

　

本
稿
は
、
日
本
口
承
文
芸
学
会
第
四
〇
回
大
会
（
二
〇
一
六
年
六
月
四

日
・
於
北
海
道
大
学
）
に
お
い
て
「
亀
甲
の
由
来
譚
の
二
種
」
と
題
し
て

行
っ
た
講
演
の
素
稿
を
基
に
、
そ
の
一
部
を
論
文
と
し
て
成
稿
し
た
も
の

で
あ
る
。
前
後
に
ご
意
見
を
た
ま
わ
っ
た
各
位
に
感
謝
す
る
。

　

ま
た
、
亀
趺
に
関
す
る
調
査
と
考
察
は
、
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
課

題
番
号
２
４
５
２
０
２
２
９
「
図
像
と
文
学
形
成
の
関
連
に
つ
い
て
の
基

礎
的
研
究　

伝
承
を
ビ
ジ
ュ
ア
ル
タ
ー
ン
の
視
点
で
見
直
す
」
の
成
果
の

一
部
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
。

注（
1
） 「
浦
島
」
の
か
ら
く
り
を
持
つ
山
車
は
愛
知
県
に
犬
山
市
、
半
田
市
、

碧
南
市
な
ど
に
三
台
現
存
し
、
現
存
の
人
形
戯
に
は
差
異
も
あ
る
が
、

基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
拙
著
『
浦
島
伝
説
の
研
究
』（
お
う
ふ
う
・

二
〇
〇
一
）
第
四
章
付
節
「
祭
礼
の
中
の
浦
島
伝
説
」
参
照
。

（
2
） 

詳
細
は
拙
著
『
浦
島
伝
説
の
研
究
』
第
四
章
第
一
節
「
浦
島
乗
亀
譚

の
周
辺
」
参
照
。

（
3
） 『
日
中
民
間
説
話
の
比
較
研
究
』（
汲
古
書
院
・
二
〇
一
三
）
第
一
章

「「
猿
の
生
き
肝
」
の
比
較
研
究
」
参
照
。

（
4
） 

こ
の
絵
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
枝
を
銜
え
た
亀
の
ゆ
く
へ
」（『
苫
小
牧

駒
澤
大
学
紀
要
』
二
三
号
・
二
〇
一
一
）
を
参
照
。

（
5
） 

詳
細
は
『
浦
島
伝
説
の
研
究
』
第
四
章
第
三
節
「
浦
島
乗
亀
譚
の
生

成
」
参
照
。

（
6
） 『
韓
国
の
民
話
と
伝
説
』
一
・
古
代
編
に
は
「
す
す
き
の
穂
と
兎
」
と

い
う
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
朴
栄
濬
編
集
・
韓
国
文
化
図
書
出
版
社

編
集
部
翻
訳
・
一
九
七
五
、二
〇
六
〜
二
〇
七
頁
）。
麗
水
（
ヨ
ウ
ス
）

港
の
辺
り
に
住
ん
で
い
た
兎
が
亀
を
だ
ま
し
て
梧
桐
島
（
オ
ド
ン
ド
）

に
渡
る
と
い
う
も
の
で
、
因
幡
の
白
兎
に
よ
く
似
た
話
で
あ
る
が
、
崔

仁
鶴
『
韓
国
昔
話
の
研
究
』
な
ど
他
の
文
献
で
の
確
認
は
取
れ
な
い
。

（
7
） 『
浦
島
伝
説
の
研
究
』
第
四
章
第
二
節
「
蓑
亀
の
登
場
」
及
び
、
拙
稿

「
亀
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」（『
人
形
玩
具
研
究
』
一
九・二
〇
〇
九
）
参
照
。

（
8
） 

蜃
気
楼
を
含
む
江
戸
期
に
お
け
る
蓑
亀
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
遷
に
つ

い
て
は
拙
稿
「
蜃
気
楼
と
浦
島
太
郎
」（『
苫
小
牧
駒
澤
大
学
紀
要
』

二
〇
号
・
二
〇
〇
九
）
を
参
照
。

（
9
） 

亀
趺
の
概
要
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
亀
趺
の
生
成
と
展
開
」（『
苫
小

牧
駒
澤
大
学
紀
要
』
二
八
号
・
二
〇
一
四
）
及
び
「
日
本
に
お

け
る
亀
趺
の
類
型
覚
書
」（『
苫
小
牧
駒
澤
大
学
紀
要
』
二
九
号
・

二
〇
一
四
）
を
参
照
。

（
10
） 
龍
宮
門
の
成
立
に
関
し
て
は
拙
稿
「
龍
宮
的
イ
メ
│
ジ
の
形
成
」

（『
苫
小
牧
駒
澤
大
学
紀
要
』
八
号
・
二
〇
〇
二
）
を
参
照
。

 

（
は
や
し
・
こ
う
へ
い
／
苫
小
牧
駒
澤
大
学
）


