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◆ キーワード　馬／妖怪／世間話／伝説／柴田勝家

首
無
し
騎
馬
武
者
と
日
時
に
つ
い
て
の
一
考
察

永 

島　

大 

輝

は
じ
め
に

柳
田
國
男
は
「
妖
怪
名
彙
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
首
無
し
馬
を
紹
介
す
る
。

ク
ビ
ナ
シ
ウ
マ　

首
無
し
馬
の
出
て
来
る
と
い
っ
た
地
方
は
越
前
の
福

井
に
あ
り
、
ま
た
壱
岐
島
に
も
首
切
れ
馬
が
出
た
。
四
国
で
も
阿
波
ば

か
り
で
な
く
そ
ち
こ
ち
に
出
る
。
神
様
が
乗
っ
て
、
ま
た
は
馬
だ
け
で
、

ま
た
は
首
の
方
ば
か
り
飛
び
ま
わ
る
と
い
う
話
も
あ
る
。
（
１
）

ま
ず
福
井
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
今
回
本
論
文
で
は
福
井
の
事
例
を
メ

イ
ン
に
取
り
扱
う
が
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
柳
田
以
降
、
福
井
の

首
無
し
馬
を
主
と
し
て
研
究
し
た
も
の
は
な
い
。
（
２
）

「
身
体
欠
損
の
あ
る
動
物
の
怪
異
」
と
い
う
基
準
で
事
例
を
あ
つ
め

た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
収
集
の
段
階
で
昔
話
と
分
か
る
も
の
は
除
い
た
。

一
七
〇
例
程
の
事
例
中
、
三
十
二
事
例
が
日
付
が
あ
っ
た
。
（
３
）
し
か
し
、
そ

う
し
た
日
付
が
あ
る
も
の
は
、
首
切
れ
馬
に
遭
遇
し
た
と
い
う
話
は
ほ
と

ん
ど
な
い
。

逆
に
、
首
切
れ
馬
に
遭
遇
し
た
話
の
ほ
と
ん
ど
は
日
付
が
な
い
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
例
を
挙
げ
る
と
「
隣
村
の
高
畑
の
某
は
板
野
郡
大
山
村
で
首

切
れ
馬
に
出
逢
い
、
追
い
か
け
ら
れ
て
頭
後
ろ
か
ら
背
喰
い
付
か
れ
た
が

綿
入
れ
の
厚
い
衣
類
を
着
て
居
た
の
で
、
上
の
分
だ
け
が
喰
破
ら
れ
身
體

は
無
事
で
あ
っ
た
。」
（
４
）
と
か
「
子
供
の
時
、
宅
に
出
入
し
て
居
た
魚
の
行
商

人
嘉
吉
と
い
ふ
男
か
ら
聞
い
た
の
は
、
こ
の
男
が
夜
更
け
て
名
東
郡
国
府

町
矢
野
に
さ
し
か
か
る
と
、予
て
噂
に
聞
い
て
居
た
杉
生
山
の
方
か
ら
ジ
ャ

ン
ジ
ャ
ン
と
鈴
の
音
が
聞
こ
え
て
来
る
。
て
っ
き
り
そ
れ
だ
と
思
っ
て
草

履
を
脱
ぎ
頭
上
に
載
せ
（
阿
波
で
は
怪
物
に
出
会
っ
た
時
に
は
履
物
を
頭

に
頂
く
と
難
を
免
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
居
る
）
道
傍
に
伏
し
て
居
る
と
、

そ
の
前
を
行
き
過
ぎ
た
が
、
闇
に
す
か
し
て
見
る
と
果
た
し
て
首
の
無
い

馬
で
あ
っ
た
。
嘉
吉
は
モ
ウ
怖
く
て
帰
る
気
に
な
ら
ず
、
付
近
の
人
家
を

起
こ
し
て
朝
ま
で
其
の
所
で
過
ご
し
た
と
い
う
」
（
５
）

や
豚
で
は
あ
る
が
「
母

は
よ
く
ク
ビ
キ
ラ
ウ
ヮ
ー
（
首
切
れ
豚
）
に
出
会
っ
た
。
道
を
塞
ぐ
の
で
、
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「
私
は
天
皇
陛
下
の
お
使
い
で
こ
ん
な
夜
道
歩
い
て
い
る
の
で
す
か
ら
」
と

い
っ
た
ら
、
藪
の
な
か
に
逃
げ
て
行
っ
た
と
い
う
。（
竹
下
徹
さ
ん
談
）」
（
６
）

と
い
う
も
の
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
遭
遇
し
た
話
と
日
付
の
あ
る
話
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
と
い
う
の
が
初
発
の
動
機
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は

一
つ
の
地
域
の
同
じ
怪
異
妖
怪
で
見
て
み
る
の
が
良
い
と
考
え
福
井
の
首

無
し
騎
馬
武
者
に
焦
点
を
当
て
た
。

一
、
怪
異
と
日
付
の
関
係

こ
れ
ま
で
妖
怪
の
話
は
ど
こ
ま
で
を
一
つ
の
話
と
し
て
よ
い
か
あ
い
ま

い
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　

沼
ケ
盛
の
頂
上
の
近
く
に
鞍
掛
け
沼
と
い
う
大
き
い
沼
が
あ
る
。
沼

倉
城
主
沼
倉
飛
騨
守
が
蒲
生
勢
と
の
戦
い
に
敗
れ
、
羽
後
に
向
か
う　

途
中
、
沼
ケ
森
で
愛
馬
が
湿
地
に
足
を
取
ら
れ
、
動
け
な
く
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
こ
か
ら
清
水
が
湧
き
出
て
、
た
ち
ま
ち
沼
と
化
し
、
飛

騨
守
の
足
跡
を
隠
し
た
。
飛
騨
守
は
「
こ
の
沼
の
主
に
な
れ
」
と
言
っ

て
、
泣
く
泣
く
愛
馬
を
刺
し
、
追
っ
手
を
逃
れ
た
。
旧
暦
五
月
五
日
の

明
け
方
の
こ
と
で
、
そ
れ
か
ら
三
年
に
一
度
、
こ
の
日
に
馬
の
首
と
黄

金
の
鞍
が
浮
か
び
上
が
る
と
い
い
、
そ
れ
を
見
た
者
は
三
年
の
う
ち
に

死
ぬ
と
い
う
。
あ
る
時
、
玉
山
の
お
つ
き
、
お
み
つ
と
い
う
姉
妹
が
近

く
で
わ
ら
び
採
り
を
し
て
い
た
ら
、
突
然
水
面
が
揺
れ
動
き
、
馬
の
首

と
黄
金
の
鞍
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
姉
の
お
つ
き
は
他
言
し
た
た
め
一

年
後
に
急
逝
し
、
妹
の
お
み
つ
は
盲
に
な
っ
た
と
い
う
。
（
７
）

も
ち
ろ
ん
こ
れ
が
一
つ
の
話
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
日
付
の
有
無
で
考
え

る
と
、
前
半
の
「
五
月
五
日
に
は
三
年
に
一
度
馬
の
首
と
金
の
鞍
が
浮
か

び
上
が
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
話
と
後
半
の
「
あ
る
時
、
姉
妹
が
怪

異
に
遭
遇
し
不
幸
な
目
に
合
う
」
と
い
う
二
つ
に
わ
け
ら
れ
よ
う
。

前
半
の
日
付
の
あ
る
怪
異
譚
は
伝
説
的
で
あ
り
、
後
半
の
日
付
の
無
い

怪
異
譚
は
世
間
話
的
だ
と
言
え
る
。

伝
説
と
世
間
話
は
あ
く
ま
で
研
究
の
た
め
の
分
類
で
あ
っ
て
、
話
者
が

そ
れ
を
意
識
し
て
区
別
し
話
し
て
い
る
こ
と
は
基
本
的
に
な
い
。

　

こ
れ
は
の
う
、
ず
う
ー
っ
と
大
畝
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
た
ら
高
知

県
と
愛
媛
県
と
の
境
に
通
し
の
畝
（
尾
根
）
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

山
か
ら
始
ま
っ
て
海
な
ら
海
、
山
な
ら
山
ま
で
一
つ
も
そ
の
畝
が
切
れ

ず
に
つ
づ
く
、
通
し
の
畝
が
あ
る
。
な
わ
め
の
道
と
い
う
。
魔
ド
ウ
道

と
も
い
う
ん
じ
ゃ
。
そ
れ
に
は
、
牛
や
馬
を
繋
い
じ
ょ
い
て
も
、
ぜ
っ

た
い
か
か
っ
と
ら
ん
。
ひ
と
り
で
に
綱
が
と
け
て
お
る
。

歳
の
晩
に
こ
こ
を
歩
き
よ
っ
た
ら
出
会
う
ら
し
い
。
魔
年
の
晩
い
う
て
、

旧
の
歳
の
晩
い
う
て
、
旧
の
歳
の
晩
（
節
分
の
夜
）
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
に
は
い
な
げ
な
（
奇
怪
な
）
モ
ノ
が
お
る
そ
う
な
で
。
そ
れ
が
ぬ

た
ば
（
猪
が
体
に
泥
を
こ
す
り
つ
け
る
場
所
）
い
う
所
が
あ
っ
て
、
そ

れ
へ
む
け
て
全
部
行
て
、
人
を
化
か
い
た
り
す
る
よ
う
な
外
道
の
モ
ノ

（
魔
モ
ノ
）
が
み
な
集
も
る
。
魔
ド
ウ
い
う
モ
ノ
は
、
殺
生
人
（
猟
師
）
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が
行
て
、
弾
を
撃
っ
て
も
、
茶
釡
の
音
が
し
た
と
か
鍋
の
音
が
し
た
と

か
い
う
て
、
あ
た
ら
な
ん
だ
い
う
の
。
頭
に
金
物
を
被
っ
ち
ょ
る
け
、

五
体
い
っ
ぱ
い
金
物
を
被
っ
た
の
が
お
る
ん
と
な
ぁ
。

（
中
略
）

畝
（
尾
根
）
に
は
魔
ド
ウ
の
道
が
な
ん
ぼ
も
あ
っ
て
、
何
百
お
る
も
の

や
ら
、
み
な
が
通
り
よ
る
。
そ
れ
が
嘘
と
思
や
ぁ
、
牛
と
い
う
も
の
を

繋
い
じ
ょ
っ
て
み
よ
と
い
う
。
越
知
面
の
井
の
谷
の
、
部
落
の
公
会
堂

の
表
の
道
の
、川
の
ま
ん
中
に
大
け
な
石
が
あ
る
ん
よ
。
三
間
ば
ぁ
（
ば

か
り
）
の
大
岩
が
あ
る
。
馬
で
も
牛
で
も
水
を
漕
い
で
遊
ぶ
け
、
体
を

冷
や
い
た
り
す
る
に
ゃ
良
え
と
こ
よ
。
岩
の
表
ひ
ら
へ
長
い
縄
つ
け
て
、

岩
の
上
の
木
に
つ
な
げ
と
く
ん
じ
ゃ
。
良
え
と
こ
で
よ
う
繋
ぎ
よ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、人
間
の
お
る
間
は
解
か
ん
ぜ
。
人
間
が
お
ら
ん
よ
う
に
な
っ

た
ら
、
い
つ
と
な
し
に
解
い
て
し
も
う
て
、
放
し
で
遊
び
よ
る
。
そ
う

い
う
生
き
物
を
取
っ
て
食
う
も
の
が
来
る
ん
じ
ゃ
な
ぁ
。
（
８
）

魔
年
の
晩
（
節
分
の
夜
）
と
い
う
日
付
が
明
確
な
、
金
物
を
被
っ
た
モ

ノ
が
通
る
と
い
う
知
識
と
、
日
付
が
特
に
指
定
さ
れ
ず
実
際
に
遭
遇
し
た

牛
の
縄
が
解
か
れ
る
体
験
が
、「
魔
ド
ウ
道
」
と
い
う
く
く
り
の
中
で
一
緒

に
語
ら
れ
て
い
る
。

日
付
の
あ
る
怪
異
は
物
忌
み
な
ど
の
行
事
と
も
関
係
し
て
お
り
、
知
識

は
あ
る
が
実
際
に
不
思
議
な
現
象
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い

か
。一

例
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
行
事
が
現
在
も
行
わ
れ
、
そ
れ
に
付
随
す

る
話
が
存
在
し
て
い
る
。

栃
木
県
足
利
市
板
倉
で
行
わ
れ
る
オ
カ
エ
リ
と
い
う
行
事
で
あ
る
。「
旧

十
月
は
神
無
月
で
国
内
の
神
様
が
出
雲
大
社
に
集
合
し
、
旧
十
一
月
一
日

に
そ
れ
ぞ
れ
国
元
へ
お
帰
り
に
な
り
ま
す
。
板
倉
神
社
は
出
雲
大
社
と
親

戚
の
為
、
残
務
整
理
で
一
足
遅
れ
て
旧
十
一
月
初
午
の
夜
帰
っ
て
く
る
と

い
わ
れ
、
こ
の
夜
に
「
神
迎
祭
」
が
行
わ
れ
ま
す
。
帰
っ
て
く
る
神
様
を

迎
え
る
行
事
で
す
が
、
こ
の
神
社
の
神
様
は
非
常
に
醜
い
顔
を
し
て
い
る

為
人
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
う
と
い
わ
れ
、
必
ず
夜
に
行
う
と
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
帰
路
は
静
か
な
行
列
と
な
っ
て
神
社
に
戻
り
ま
す
。
市
指
定

の
民
俗
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。」（
足
利
市
観
光
協
会
の
看
板
に
よ
る
）

こ
の
祭
り
の
後
に
板
倉
の
隣
の
松
田
の
集
落
で
は
忌
み
が
行
わ
れ
る
（
９
）。

聞

き
書
き
と
し
て
は
、
中
島
久
雄
さ
ん
（
一
九
四
一
年
生
ま
れ
・
二
〇
一
五
年

に
聞
き
書
き
）「
こ
れ
か
ら
松
田
（
地
名
）
の
ほ
う
は
神
様
を
み
る
と
三
年

以
内
に
死
ぬ
と
し
て
家
か
ら
出
な
い
そ
う
だ
。
ま
た
、
板
倉
（
地
名
）
で

十
二
日
間
神
社
に
行
け
ず
今
年
は
偶
然
一
月
一
日
に
行
け
る
が
、
数
年
前
は

三
日
ま
で
行
け
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
神
主
は
歩
き
だ
っ
た
。
途
中
で
馬
に

変
わ
っ
た
。
今
は
車
で
松
田
ま
で
行
く
。
馬
は
足
の
代
わ
り
と
し
て
使
っ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
も
の
や
、
近
藤
さ
ん
（
一
九
四
二
年
生
ま

れ
・
二
〇
一
五
年
に
聞
き
書
き
）「
松
田
の
人
は
、
白
い
馬
に
乗
っ
た
神
様

を
見
る
と
三
年
以
内
に
死
ぬ
と
し
て
外
へ
出
な
い
。
神
様
は
片
眼
が
な
い
と

か
顔
が
醜
い
と
い
わ
れ
る
」
と
い
う
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

柳
田
は
「
祭
り
か
ら
祭
礼
へ
」
の
中
で
神
霊
を
神
馬
な
ど
で
迎
え
る
事

例
を
あ
げ
、「
そ
の
時
刻
家
々
の
燈
火
を
消
さ
し
め
て
、
誰
に
も
見
ら
れ
ぬ
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よ
う
に
し
て
御
わ
た
ま
し
を
仰
ぐ
例
さ
え
あ
っ
た
。
片
輪
車
の
恐
ろ
し
い

伝
説
も
こ
れ
か
ら
起
こ
り
、
伊
豆
七
島
の
正
月
二
十
四
日
、
忌
の
日
（
キ

ノ
ヒ
）
と
も
日
忌
様
（
ヒ
イ
ミ
サ
マ
）
と
も
い
う
祭
に
は
、
赤
い
帆
を
掛

け
た
神
の
船
が
海
を
渡
っ
て
く
る
、
そ
れ
を
見
た
も
の
は
死
ぬ
と
ま
で
伝

え
て
い
た
（
９
）」

と
述
べ
て
い
る
。
首
の
な
い
馬
も
こ
れ
に
類
す
る
発
想
だ
ろ

う
。
忌
み
の
際
に
見
て
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
る
神
は
理
由
と
し
て
顔
が

醜
い
と
か
片
目
で
あ
る
な
ど
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
く
首
が
な
い

と
い
う
の
も
同
じ
機
能
を
有
し
そ
う
で
あ
る
。

実
際
に
遭
遇
す
る
話
と
日
付
が
あ
り
怪
異
に
遭
遇
は
し
な
い
話
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
例
外
が
あ
る
。
日
付
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
遭
遇
す
る
話
が

あ
る
の
だ
。

た
と
え
ば
『
遠
野
物
語
』
の
雪
女
で
あ
る
。

一
〇
三　

小
正
月
の
夜
、
ま
た
は
小
正
月
な
ら
ず
と
も
冬
の
満
月
の
夜

は
、
雪
女
が
出
で
て
遊
ぶ
と
も
い
う
。
童
子
を
あ
ま
た
引
き
連
れ
て
く

る
と
い
え
り
。
里
の
子
ど
も
冬
は
近
辺
の
丘
に
行
き
、
橇
遊
び
を
し
て

面
白
さ
の
あ
ま
り
夜
に
な
る
こ
と
あ
り
。
十
五
日
の
夜
に
限
り
、
雪
女

が
出
る
か
ら
早
く
帰
れ
と
戒
め
ら
る
る
は
常
の
こ
と
な
り
。
さ
れ
ど
雪

女
を
見
た
り
と
い
う
者
は
少
な
し
。）

10
（

こ
こ
に
は
す
で
に
小
正
月
の
夜
に
は
怪
異
に
遭
遇
す
る
と
い
う
こ
と
が

言
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
そ
の
日
に
遭
遇
し
た
と
い
う
話
は
む
し
ろ
少

な
い
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

二
、
福
井
の
事
例
か
ら

福
井
か
ら
次
の
首
無
し
馬
、
あ
る
い
は
柴
田
勝
家
の
伝
説
を
あ
げ
る
。

 【
事
例
１
】
眞
雪
草
紙
）
12
　（

柴
田
勝
家　

柴
田
勝
家
の
居
城
、
福
井
の
城
ニ
ハ
あ
ら
ず
、
今
ノ
鳩
ノ

門
内
杉
田
氏
ノ
邸
宅
邊
な
り
と
い
ふ
。
毎
年
勝
家
の
戦
沒
の
日
ニ
、
大

橋
（
九
十
九
橋
）
邊
・
毛
矢
邊
を
、
勝
家
が
馬
に
乗
り
て
馳
驅
ス
ル
ヨ

シ
。
よ
つ
て
祥
月
日
ニ
ハ
、
誰
レ
も
恐
れ
憚
り
て
、
六
時
今
ノ
六
時
頃

よ
り
戸
を
〆
テ
夜
行
を
な
さ
ず
と
。

【
事
例
２
】
寺
門
良
隆
「
首
無
し
行
列
の
話
」）

12
（

越
前
福
井
で
は
昔
は
舊
暦
四
月
二
十
四
日
の
晩
は
、
柴
田
の
軍
勢
が
勢

揃
へ
す
る
と
言
つ
て
、
市
内
九
十
九
橋
の
上
に
數
多
の
火
が
點
る
の
を
、

橋
南
や
新
橋
（
大
橋
即
ち
九
十
九
橋
の
七
八
町
上
流
、
昔
は
渡
船
場
）

の
人
は
見
に
出
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
此
行
列
は
舊
御
船
町
や
神
明
神
社

前
、
中
の
馬
場
邊
を
通
行
す
る
が
、
何
處
か
ら
出
て
何
處
へ
行
く
か
は

分
ら
な
か
つ
た
。
數
多
の
共
人
は
、
皆
白
装
束
で
、
足
音
も
至
つ
て
静

か
に
、
大
将
は
馬
に
乗
つ
て
居
る
が
首
が
無
か
つ
た
。
此
行
列
に
出
逢

つ
た
人
は
命
が
無
い
。
多
く
は
血
を
吐
い
て
死
ぬ
。
神
明
神
社
前
の
島

田
某
の
家
の
馬
丁
は
、
こ
の
二
十
四
日
の
夜
、
野
外
に
何
か
さ
は
〳
〵

音
が
す
る
の
で
、
長
屋
の
窓
か
ら
見
た
ら
、
白
装
束
の
行
列
で
あ
っ
た
。
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翌
朝
々
飯
の
時
に
、
顔
色
が
惡
い
の
で
家
の
者
が
尋
ね
た
ら
行
列
を
見

た
と
言
ふ
て
血
を
吐
い
て
死
ん
だ
。
又
水
野
某
と
云
ふ
侍
は
堂
形
（
今

の
福
井
驛
の
邊
）
に
住
ん
で
居
た
が
、
も
と
此
家
の
下
女
で
あ
っ
た
者

が
老
人
に
な
つ
て
も
出
入
り
を
し
て
居
た
。
此
も
二
十
四
日
の
家
主
家

か
ら
の
歸
り
に
新
橋
邊
で
此
行
列
に
出
會
つ
た
。
そ
れ
で
道
を
脊
に
し

て
行
列
の
通
る
の
を
待
ち
、
家
に
歸
つ
て
子
供
に
此
話
を
し
た
。
家
の

者
は
心
配
し
て
外
出
せ
し
め
な
か
っ
た
が
、
翌
年
の
此
日
行
方
不
明
に

な
つ
た
。
翌
日
探
し
た
ら
新
橋
邊
で
川
に
溺
れ
て
死
ん
で
い
た
。
此
話

は
今
か
ら
百
年
ば
か
り
前
の
事
で
あ
る
。
又
同
じ
四
月
二
十
四
日
の
夜
、

鳩
の
門
（
今
無
し
、
裁
判
所
の
邊
）
の
枡
形
に
月
の
影
が
映
る
と
云
ひ
、

此
夜
こ
の
枡
形
に
入
つ
た
者
は
出
ら
れ
ぬ
と
云
ふ
て
居
つ
た
。

【
事
例
３
】
杉
原
丈
夫
『
越
前
の
民
話
』）

13
（

城
が
落
ち
、
勝
家
が
自
害
し
た
の
は
四
月
二
十
四
日
で
あ
る
。
そ
れ
以
来

毎
年
四
月
二
十
四
日
に
な
る
と
、
首
の
無
い
人
が
白
衣
を
着
て
、
白
い
馬

に
ま
た
が
り
、
し
ず
し
ず
と
行
列
を
つ
く
っ
て
町
を
行
く
。
こ
の
行
列
を

見
た
者
は
み
な
死
ぬ
。
戸
の
す
き
間
か
ら
の
ぞ
き
見
し
て
も
死
ぬ
。
し
か

し
一
説
に
よ
る
と
、
こ
の
行
列
に
出
会
っ
た
と
き
、「
柴
田
勝
家
の
家
来
」

と
言
わ
ね
ば
命
が
な
い
。
ま
た
別
伝
に
よ
る
と
、
行
列
に
出
会
う
と
、
行

列
が
「
お
前
は
誰
か
。」
と
き
く
か
ら
、
そ
の
と
き
答
え
る
の
だ
と
。
さ

ら
に
別
の
説
に
よ
る
と
、「
天
下
の
名
将
柴
田
勝
家
公
」
と
言
え
ば
よ
い

の
で
あ
る
と
。
ま
た
あ
る
説
に
よ
る
と
、
行
列
が
出
る
の
は
四
月
二
十
四

日
に
限
ら
ず
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
な
く
こ
ろ
は
毎
晩
出
る
の
で
あ
る
。（
昭

和
十
年
ご
ろ
、
わ
た
し
が
多
く
の
人
か
ら
聞
き
集
め
た
）

【
事
例
４
】
河
合
千
秋
編
『
福
井
県
の
傅
説
』）

14
（

柴
田
勝
家
の
亡
霊

　

天
正
十
一
年
四
月
二
十
四
日
、
こ
の
日
は
賤
ヶ
岳
の
敗
戦
か
ら
脱マ
マ
が

れ
て
帰
城
し
た
柴
田
勝
家
最
後
の
日
で
あ
る
。
柴
田
神
社
の
お
祭
り
は

此
の
日
に
行
わ
れ
る
が
、
以
前
は
神
社
と
い
っ
て
も
箴
鳩
の
門
内
杉
田

六
太
夫
屋
敷
の
一
隅
に
苔
む
し
た
石
祠
と
こ
れ
を
包
ん
だ
森
と
が
あ
っ

た
の
み
で
い
か
に
も
物
凄
く
拝
ま
れ
た
。

　

明
治
の
御
一
新
ま
で
は
、
毎
年
其
の
日
の
夜
に
入
り
藩
公
の
代
参
が

立
ち
、
杉
田
屋
敷
内
か
ら
石
祠
ま
で
の
道
筋
は
鯨
幕
を
張
つ
て
人
目
を

蔽
わ
れ
た
。
そ
れ
の
み
で
な
く
そ
の
夜
は
當
の
杉
田
屋
敷
を
は
じ
め
隣

屋
敷
も
そ
の
隣
屋
敷
も
門
を
打
ち
雨
戸
を
閉
し
て
決
し
て
表
や
外
を
見

な
い
こ
と
に
慎
ん
だ
。
そ
れ
は
二
十
四
日
の
夜
に
は
首
無
し
馬
に
跨
っ

た
柴
田
勝
家
公
の
亡
霊
が
通
ら
れ
、
こ
れ
を
一
目
で
も
見
た
も
の
は
必

ず
そ
の
年
の
う
ち
に
死
ぬ
と
い
わ
れ
、
禁
を
犯
し
た
隣
屋
敷
の
仲
間
や

刻
限
を
間
違
え
た
朝
市
行
き
の
肴
屋
が
亡
霊
に
睨
ま
れ
て
案
の
定
そ
の

年
に
死
ん
だ
と
い
う
実
例
も
口
か
ら
口
へ
上
さ
れ
て
居
る
。
代
参
の
立

つ
夜
の
九
十
九
橋
か
ら
本
町
を
経
て
佐
久
良
御
門
を
入
り
鐵
門
を
通
り

下
馬
御
門
前
か
ら
鳩
の
御
門
内
へ
か
け
て
の
町
筋
、
屋
敷
筋
も
悉
く
大

戸
を
卸
し
門
を
打
っ
た
こ
と
も
杉
田
屋
敷
付
近
と
同
じ
こ
と
で
あ
っ
た

と
い
う
。
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【
事
例
５
】『
南
越
民
俗
』
六
号
）
15
（

柴
田
勝
家
の
亡
霊
（
福
井
市
）
四
月
二
十
四
日
柴
田
勝
家
の
命
日
は
柴
田

神
社
の
祭
り
の
日
で
あ
る
が
、
そ
の
夜
に
は
首
無
し
馬
に
乗
つ
た
勝
家
の

亡
霊
が
通
り
、
そ
れ
を
見
た
者
は
一
年
以
内
に
死
ぬ
と
い
ひ
、
實
例
も
あ

る
の
で
、
道
筋
で
は
戸
を
閉
ざ
し
て
外
へ
出
な
か
っ
た
。（
福
伝
）

【
事
例
６
】『
南
越
民
俗
』
十
号
）
16
（

別
傅
に
よ
る
と
毎
年
四
月
二
十
四
日
後
、
首
の
な
い
人
が
白
衣
を
着
て

白
い
馬
に
ま
た
が
り
、行
列
を
つ
く
っ
て
し
ず
し
ず
と
つ
く
も
橋
を
渡
っ

て
行
く
。
道
で
出
会
っ
た
者
は
も
と
よ
り
、
戸
の
す
き
か
ら
の
ぞ
い
て

見
た
者
も
一
年
た
た
ぬ
う
ち
に
死
ぬ
。
一
説
に
よ
る
と
、行
列
に
出
会
っ

た
と
き
、「
天
下
の
名
将
柴
田
勝
家
公
」
と
い
え
ば
、
命
が
助
か
る
。
ま

た
別
伝
に
よ
る
と
、
首
な
し
行
列
の
出
る
の
は
四
月
二
十
四
日
に
限
ら

ず
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
く
こ
ろ
は
毎
晩
で
あ
る
と
。（
杉
原
）

【
事
例
７
】
田
中
貢
太
郎
「
首
の
な
い
騎
馬
武
者
」）

17
（

（
前
略
）

幕
末
の
比
、
某
と
云
う
医
師
が
あ
っ
て
夜
遅
く
病
家
へ
往
っ
て
帰
っ
て

い
た
。
そ
れ
は
月
の
明
る
い
晩
で
あ
っ
た
。
其
の
大
手
を
通
っ
て
い
る

と
、
戞
戞
と
云
う
夥
し
い
馬
の
蹄
の
音
が
聞
え
て
来
た
。
続
い
て
鎧
で

あ
ろ
う
金
属
の
触
れ
あ
う
よ
う
な
音
も
聞
え
て
来
た
。
お
や
と
思
っ
て

見
る
と
、
騎
馬
武
者
の
一
隊
が
前
か
ら
来
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

某
は
不
思
議
に
思
っ
た
が
路
の
真
中
に
立
っ
て
い
ら
れ
な
い
の
で
、
路

ぶ
ち
へ
寄
っ
て
見
て
い
る
と
、
騎
馬
武
者
の
一
隊
は
、
其
の
前
を
粛
々

と
通
り
す
ぎ
よ
う
と
し
た
。
医
師
は
ど
う
し
た
軍
勢
だ
ろ
う
と
思
っ
て

見
る
と
、其
の
武
者
に
は
ど
れ
も
こ
れ
も
首
が
な
か
っ
た
。
は
っ
と
思
っ

て
眼
を
下
へ
や
る
と
、
そ
れ
に
は
何
の
影
も
な
か
っ
た
。

医
師
は
驚
い
て
家
へ
帰
る
な
り
、
家
の
者
を
起
し
て
そ
の
話
を
し
た
が
、

し
て
い
る
う
ち
に
血
を
吐
い
て
死
ん
だ
。
そ
れ
は
柴
田
勝
家
の
亡
霊
で
、

同
地
方
で
は
、
そ
れ
を
見
た
者
は
死
ぬ
と
云
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ

た
。

【
事
例
８
】
福
井
市　

前
田
豊
彦
さ
ん
（
一
九
四
一
年
生
ま
れ
）
の
話

九
十
九
橋
に
出
る
と
の
こ
と
。
首
無
し
の
騎
馬
武
者
が
通
る
。
見
た
人

が
必
ず
亡
く
な
る
。
そ
れ
な
の
で
、
柴
田
神
社
で
そ
の
祟
り
を
無
く
そ

う
と
し
て
い
る
。
そ
の
当
時
の
近
所
の
人
が
小
さ
い
祠
を
建
て
た
の
が

（
柴
田
神
社
の
）
始
ま
り
。（
二
〇
一
五
年
聞
き
書
き
）

【
事
例
９
】
福
井
市　

栗
田
信
弘
さ
ん
（
一
九
四
四
年
生
ま
れ
）
の
話

日
付
は
忘
れ
た
が
、
福
井
城
の
裏
門
か
ら
首
の
無
い
侍
が
北
へ
向
か
っ

て
走
っ
て
い
く
と
い
う
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。（
二
〇
一
五
年
聞
き

書
き
）

【
事
例
10
】
福
井
市
柴
田
神
社　

松
田
典
起
さ
ん
（
宮
司
）
の
話

勝
家
公
と
お
市
の
方
が
亡
く
な
っ
た
後
、
夜
な
夜
な
首
の
無
い
武
将
が

九
十
九
橋
、
旧
の
北
陸
街
道
に
出
た
。
そ
の
霊
を
慰
め
る
た
め
に
、
祠
を
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建
て
た
。明
治
六
年
に
国
あ
る
い
は
県
か
ら
称
号
を
得
た
神
社
に
な
っ
た
。

今
で
は
四
月
二
十
四
日
に
例
祭
を
や
っ
て
い
る
。
明
治
に
な
っ
て
か
ら
出

来
た
も
の
な
の
で
、
旧
で
例
祭
を
や
っ
て
い
た
こ
と
は
な
い
。
新
暦
四
月

二
十
四
日
に
例
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
。（
二
〇
一
五
年
聞
き
書
き
）

【
事
例
1
】
の
時
点
で
は
「
首
の
な
い
馬
」
や
「
首
の
な
い
柴
田
勝
家
」

と
い
っ
た
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
も
の
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
こ

う
し
た
記
録
の
性
質
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
異
説
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
習
俗
の
伝
説
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
例
を
あ
げ
る
。
愛
媛

県
の
話
で
あ
る
。

　

今
か
ら
大
体
四
〇
〇
年
ほ
ど
前
の
戦
国
時
代
の
話
じ
ゃ
が
の
、
和
田

に
祖
母
井
城
が
あ
ろ
う
が
。
じ
い
ち
ゃ
ん
や
、
お
父
さ
ん
が
八
月
七
日

の
七
夕
の
日
に
「
お
せ
が
き
」
に
行
き
な
は
ろ
が
、
ま
だ
分
か
ら
ん
か
、

鐘
を
た
た
い
て
お
念
仏
あ
げ
る
日
が
あ
る
ん
じ
ゃ
が
の
。
そ
の
祖
母
井

城
に
祖
母
井
左
ヱ
門
尉
之
照
と
い
う
お
殿
様
が
お
い
で
た
そ
う
な
。
時

は
天
文
十
三
年
七
月
十
四
日
晩
の
こ
と
。
こ
の
日
は
の
、
東
宇
山
で
盆

踊
り
が
あ
る
の
で
家
来
は
皆
踊
り
に
行
き
、祖
母
井
城
は
手
う
す
に
な
っ

て
い
た
そ
う
な
。
そ
の
こ
ろ
、
こ
の
辺
り
で
巾
を
き
か
し
て
い
た
の
が

菅
田
城
の
大
野
直
之
一
族
。
大
野
は
そ
の
日
に
祖
母
井
城
が
手
う
す
に

な
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
夜
、
攻
め
て
き
た
そ
う
な
。
祖
母
井
城
は
攻

め
滅
ぼ
さ
れ
て
し
も
う
た
。
と
こ
ろ
が
の
う
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
そ
の

翌
年
七
月
七
日
の
夜
明
け
方
和
田
か
ら
久
保
の
池
の
カ
ミ
マ
キ
井
戸
を

通
っ
て
、
一
頭
の
首
な
し
馬
が
パ
カ
パ
カ
と
ク
ツ
ワ
の
音
を
響
か
せ
て

通
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
と
。
そ
の
首
な
し
馬
の
姿
を
見
た
者
は
病
う
の

で
、
村
人
は
み
ん
な
七
月
七
日
（
現
在
八
月
七
日
）
の
朝
早
く
は
外
に

出
な
い
よ
う
に
な
っ
た
ん
と
（
後
略
））

18
（

こ
れ
は
遭
遇
す
る
人
物
の
い
な
い
話
者
か
ら
遠
い
話
で
あ
る
た
め
伝
説

で
あ
る
と
い
え
る
。

【
事
例
2
】
で
は
旧
暦
四
月
二
十
四
日
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
旧
暦
と
い
う
考
え
や
日
付
に
つ
い
て
は
現
在
の
聞
き
書
き
で
は
聞
く
こ

と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
重
要
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

日
付
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
遭
遇
し
た
も
の
が
い
る
。
し
か
し
記
述
を

よ
く
見
る
と
「
此
話
は
今
か
ら
百
年
ば
か
り
前
の
事
で
あ
る
。」
と
話
者
か

ら
時
間
的
な
距
離
の
あ
る
話
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
例
を

愛
媛
県
か
ら
あ
げ
る
。

　

昔
、
年
の
暮
れ
の
大
晦
日
（
十
二
月
三
十
一
日
）
の
晩
に
な
る
と
、
宮

脇
川
の
下
の
方
を
、
鈴
を
つ
け
た
首
の
な
い
馬
に
首
の
な
い
人
が
乗
っ
て

走
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
人
が
、
大
晦
日
の
晩
、

宮
脇
川
の
下
を
通
り
ま
し
た
。
昔
こ
の
あ
た
り
は
坂
に
な
っ
て
い
て
、
竹

薮
が
い
っ
ぱ
い
生
え
て
い
ま
し
た
の
で
、
ど
う
も
気
味
が
わ
る
い
な
あ
ー

と
思
い
な
が
ら
歩
い
て
い
る
と
、
遠
く
か
ら
鈴
の
音
が
、「
チ
リ
ン
チ
リ

ン
」
と
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
な
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
暗
が
り
を
す
か
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し
て
み
る 

と
、
首
の
な
い
馬
に
、
首
の
な
い
人
が
乗
っ
て
走
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
不
気
味
な
姿
は
、
た
と
え
よ
う 

も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
ま
り
の
恐

ろ
し
さ
に
、
腰
を
ぬ
か
し
て
す
わ
り
こ
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
ん
な
こ 

と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
ら
の
人
は
、
大
晦
日
の
晩
に
は
、
早
く
か
ら
戸
を

締
め
て
、
外
へ
出
な
い
よ
う
に 

し
て
い
た
そ
う
で
す
。）

19
（

こ
の
例
も
世
間
話
の
よ
う
だ
が
、
冒
頭
に
は
昔
、
と
あ
る
。
話
者
か
ら

は
時
間
的
な
距
離
が
考
え
ら
れ
る
。
首
無
し
馬
の
事
例
以
外
で
も
お
お
む

ね
同
じ
結
果
が
得
ら
れ
る
。
岩
手
県
か
ら
一
例
を
あ
げ
る
。

末
先
の
農
神
様　

旧
六
月
十
五
日
は
、
農
神
さ
ま
の
お
祭
り
と
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
日
は
農
家
で
は
、
決
し
て
畠
に
出
か
け
て
は
な
ら
な
い

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
に
は
、
農
神
さ
ま
が
畠
を
守
る
た
め
に
社
か

ら
出
る
の
だ
と
い
う
。
そ
の
た
め
昔
か
ら
、
こ
の
日
に
は
畠
仕
事
を
禁

じ
て
い
る
の
だ
そ
う
だ
。
昔
末
崎
の
あ
る
農
婦
が
、
こ
の
六
月
十
五
日

に
、
み
な
に
し
れ
ぬ
よ
う
に
、
そ
っ
と
畠
仕
事
を
し
て
い
る
と
、
見
上

げ
る
よ
う
な
ボ
ー
ズ
（
化
物
）
に
で
あ
っ
た
。
す
ぐ
戻
れ
ば
い
い
も
の

を
、
そ
れ
を
し
な
い
で
事
も
あ
ろ
う
に
、
ボ
ー
ズ
の
袖
の
下
を
潜
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
た
ち
ま
ち
そ
の
農
夫
は
手
も
足
も
し
び
れ
て
、
と
う
と

う
不
具
（
か
た
わ
）
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。）

20
（

【
事
例
3
】
は
い
く
つ
か
の
異
説
が
あ
る
。
四
月
二
十
四
日
に
は
物
忌
み

を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
【
事
例
1
】
や
【
事
例
2
】
と
同
様
に

伝
説
的
な
話
。

一
方
で
世
間
話
的
な
行
列
に
出
会
い
、
そ
の
対
処
と
し
て
の
妖
怪
問
答

譚
が
生
ま
れ
て
い
る
。

ほ
と
と
ぎ
す
が
な
く
こ
ろ
と
い
う
の
は
ど
う
し
た
わ
け
か
。

勝
家
の
辞
世
の
句
に
は
「
夏
の
夜
の　

夢
路
は
か
な
き　

跡
の
名
を　

雲
井
に
あ
げ
よ　

ほ
と
と
ぎ
す
」
と
あ
る
。
血
を
吐
い
て
死
ぬ
と
い
う
【
事

例
2
】【
事
例
7
】
な
ど
も
ほ
と
と
ぎ
す
と
の
連
想
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ

で
は
、
勝
家
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
ほ
と
と
ぎ
す
を
引
き
寄
せ
た
の
だ
。

鳥
が
先
ぶ
れ
を
し
首
の
無
い
馬
に
乗
っ
た
武
士
が
現
れ
る
例
は
他
の
地
域

に
も
あ
る
。

ヨ
ハ
ト
シ　

夜
半
人
、
首
無
き
馬
に
幽
霊
の
侍
が
乗
つ
て
夜
半
に
通
る
、

そ
の
時
に
は
水
鶏
が
先
き
ぶ
れ
す
る
、
灯
の
燈
つ
て
居
る
の
が
見
え
た

ら
侍
は
入
つ
て
来
る
。
但
し
爪
を
隠
し
た
人
は
助
か
る

奄
美
大
島
（
八
八
二
））

22
（

世
間
話
、
つ
ま
り
は
話
者
に
近
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
、
こ
の
よ
う

に
遭
遇
す
る
危
険
性
が
あ
る
。

そ
の
た
め
日
付
の
な
い
話
│
│
つ
ま
り
は
怪
異
に
遭
遇
す
る
世
間
話
に

は
こ
の
よ
う
に
対
抗
策
が
生
ま
れ
る
。

実
際
に
忌
む
の
で
あ
れ
ば
、
会
う
こ
と
も
な
い
訳
な
の
だ
が
、
そ
こ
は

習
俗
の
伝
説
か
ら
世
間
話
に
変
化
し
た
か
、
逆
に
噂
が
切
実
さ
を
増
し
習
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俗
と
組
み
合
わ
さ
っ
た
の
だ
。

そ
れ
は
口
裂
け
女
が
当
初
の
不
審
者
事
案
か
ら
や
が
て
話
の
成
長
、
物

語
化
の
初
期
段
階
と
し
て
子
供
た
ち
に
よ
る
対
抗
策
が
生
ま
れ
、「
ポ
マ
ー

ド
と
い
う
と
逃
げ
て
い
く
」
と
い
う
も
の
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。）

23
（

私
の
身
の
回
り
で
も
、LIN

E

の
ア
カ
ウ
ン
ト
を
乗
っ
取
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
が
多
く
あ
っ
た
。）

24
（

こ
こ
ま
で
は
実
際
に
あ
る
現
象
だ
ろ
う
が
、
ア
カ
ウ
ン
ト
を
乗
っ
取
ら

れ
た
友
人
が
話
し
か
け
て
く
る
際
に
「
天
安
門
事
件
」
と
返
す
と
消
え
る

と
い
う
話
を
後
輩
か
ら
聞
い
た
（
二
〇
一
三
年
）。
こ
こ
に
あ
る
発
想
と
し

て
は
ア
カ
ウ
ン
ト
を
乗
っ
取
っ
た
詐
欺
を
し
て
い
る
の
は
中
国
人
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
暗
に
し
め
さ
れ
て
い
る
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
事
実
か
ど
う

か
は
こ
こ
で
は
問
題
で
は
な
い
）。

中
国
で
は
ネ
ッ
ト
上
で
「
天
安
門
事
件
」
に
つ
い
て
は
検
閲
さ
れ
調
べ

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。
そ
の
た
め
相
手
を
排
除
で
き
る
と
い
う
考

え
で
あ
る
。
こ
う
し
た
対
抗
策
が
噂
の
中
か
ら
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
世

間
話
は
話
と
し
て
の
強
度
を
増
す
。

【
事
例
5
】
や
【
事
例
6
】
は
『
福
井
県
の
傳
説
』
や
杉
原
の
も
の
が
リ

ラ
イ
ト
さ
れ
短
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
目
新
し
さ
は
な
い
。

ち
に
み
に
「
妖
怪
名
彙
」
）
25
（

に
お
い
て
「
ミ
ノ
ム
シ
」
の
と
こ
ろ
で
「
南
越

民
俗
」
が
典
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。「
首
無
し
馬
の
出
て
来
る
と

い
っ
た
地
方
は
越
前
の
福
井
に
あ
り
」
と
い
う
記
述
も
こ
の
「
南
越
民
俗
」

に
よ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
が
で
き
る
。

【
事
例
7
】
は
田
中
貢
太
郎
の
怪
談
集
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
日
付
は
な
い
。
全
国
の
読
者
に
と
っ
て
怪
談
を
楽
し
む
上
で
そ

の
忌
み
を
伴
う
よ
う
な
習
俗
は
必
要
な
い
か
ら
で
あ
る
。

【
事
例
9
】
は
走
る
道
の
異
説
で
あ
る
。
ど
う
し
て
こ
の
異
説
が
あ
る
の

か
、こ
う
い
う
話
が
生
ま
れ
た
の
か
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。【
事
例
８
】

や
【
事
例
10
】
は
柴
田
神
社
の
由
来
で
あ
る
。
こ
う
し
た
伝
説
の
例
を
徳

島
県
か
ら
あ
げ
る
。

　

現
在
の
北
馬
部
落
は
、
赤
石
か
ら
那
賀
川
町
島
尻
ま
で
、
続
い
て
い

た
砂
丘
の
一
部
で
、
こ
の
辺
り
一
帯
は
竹
薮
が
長
く
続
き
、
そ
の
中
を

道
が
通
じ
て
い
た
と
い
う
。
昭
和
十
五
年
頃
和
田
島
航
空
隊
に
通
じ
る

道
の
建
設
作
業
中
に
、
地
下
か
ら
壺
型
五
輪
の
墓
が
出
た
と
い
う
。
そ

の
む
か
し
夜
が
更
け
る
と
、
こ
こ
の
竹
薮
の
中
か
ら
、
時
々
馬
の
苦
し

そ
う
な
、
い
な
な
き
が
聞
こ
え
、
首
無
し
馬
が
出
て
来
た
。
部
落
の
人

達
が
そ
の
辺
へ
地
蔵
堂
を
建
て
た
と
こ
ろ
、
馬
の
い
な
な
き
も
止
ま
り
、

首
無
し
馬
も
出
て
こ
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
い
ま
そ
の
地
蔵
さ
ん
は
北

馬
か
ら
中
島
方
面
へ
通
じ
る
道
の
四
っ
辻
に
鎮
座
ま
し
ま
す
。）

26
（

地
蔵
の
由
来
で
あ
る
。
年
中
行
事
と
は
結
び
付
か
な
い
が
、
そ
の
首
無

し
馬
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
事
物
の
伝
説
と
し
て
生
き
残
っ
て
い
る
。

三
、
年
中
行
事
と
怪
異

妖
怪
か
ら
み
て
み
れ
ば
井
之
口
章
次
「
妖
怪
の
地
域
性
」
）
27
（

に
「
お
化
け
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の
中
に
も
人
望
を
集
め
や
す
い
も
の
と
、
人
気
の
な
い
も
の
が
あ
る
。
中

世
以
降
に
修
験
道
の
栄
え
た
地
方
な
ど
に
は
、
天
狗
の
活
動
が
め
ざ
ま
し

い
。
裏
山
を
持
っ
た
農
村
で
は
、
お
化
け
と
い
え
ば
狐
か
む
じ
な
の
い
た

ず
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
地
方
で
は
、
も
と
も
と
他
の
お
化
け
が
考
え
ら

れ
て
い
て
も
、
天
狗
や
狐
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
し
ま
い
、
特
定
の
も
の
に

人
気
が
移
っ
て
、
他
の
種
目
は
い
つ
と
も
な
く
姿
を
消
し
て
し
ま
う
の
で

あ
る
」
と
あ
る
。
福
井
に
お
い
て
首
無
し
馬
は
柴
田
勝
家
の
話
に
な
っ
て

い
る
。

野
村
純
一
「「
口
裂
け
女
」
そ
の
他
」（
注
（
23
）
に
同
じ
）
で
も
昔
話

「
喰
わ
ず
女
房
」
の
中
に
口
裂
け
女
が
出
る
こ
と
を
例
に
し
て
い
る
。
口
裂

け
女
と
は
昭
和
五
四
年
の
初
夏
の
頃
か
ら
話
が
確
認
で
き
、
全
国
を
席
巻

し
た
当
時
か
な
り
人
気
の
高
い
新
し
い
妖
怪
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

の
妖
怪
が
「
喰
わ
ず
女
房
」
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
口
承
の
世
界

に
は
妖
怪
以
外
に
目
を
向
け
れ
ば
人
気
の
も
の
に
置
き
換
え
ら
れ
る
研
究

の
蓄
積
は
多
い
。）

28
（

怪
異
妖
怪
伝
承
に
お
い
て
、
そ
の
多
様
性
を
発
揮
す
る
の
は
世
間
話
で

あ
る
。
実
際
に
は
世
間
話
に
も
伝
説
的
な
要
素
は
紛
れ
込
ん
で
い
る
。
そ

の
定
義
は
話
の
さ
れ
方
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
語
ら

れ
た
か
と
い
う
こ
と
ま
で
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
資
料
ば
か
り
で
は
な

い
。
妖
怪
は
民
俗
学
に
お
い
て
俗
信
の
範
疇
で
研
究
さ
れ
る
こ
と
が
定
石

で
あ
っ
た
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
か
を
記
録
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
少
な
い
。
そ
の
際
に
世
間
話
的
か
伝
説
的
か
と
い
う
一
つ
の
指
標

を
こ
の
日
付
の
有
無
で
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
一
方
で
昔
話
や
伝
説
が
世
間
話
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
多
く
あ
る
。

事
物
の
由
来
の
、
も
う
首
な
し
馬
は
出
な
い
と
い
う
伝
説
が
あ
り
、
肝

試
し
の
際
に
は
今
も
出
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
「
話
者
に
近
い
話
」
に

し
て
語
っ
た
こ
と
を
愛
媛
県
東
温
市
の
武
智
成
保
さ
ん
（
一
九
三
九
年
生

ま
れ
）
か
ら
聞
い
た
。

　

和
田
義
盛
公
が
こ
の
辺
の
豪
族
、
河
野
氏
に
刃
向
っ
て
、
平
岡
氏
に

せ
め
ら
れ
滅
び
た
。
そ
の
亡
霊
が
い
ま
だ
に
ト
ノ
サ
マ
ミ
チ
を
吉
山
城

へ
向
か
っ
て
徘
徊
す
る
。
首
な
し
馬
の
お
墓
が
和
田
霊
神
。
祟
り
を
鎮

め
る
た
め
に
つ
く
っ
て
出
な
く
な
っ
た
。
首
な
し
馬
は
カ
ポ
カ
ポ
足
音

が
す
る
。
和
田
義
盛
に
つ
か
え
て
い
た
武
士
が
乗
っ
て
い
る
。
お
そ
ら

く
一
頭
で
出
る
の
で
は
な
い
か
。

昭
和
二
五
年
〜
二
六
年
く
ら
い
に
は
肝
試
し
を
す
る
と
き
に
首
な
し
馬

が
出
る
、
タ
ヌ
キ
が
出
る
と
い
う
話
を
し
て
か
ら
行
っ
た
。
牛
は
各
家

に
耕
す
動
力
と
し
て
い
た
が
、
馬
は
見
な
い
。
神
官
が
歩
い
て
い
る
と
、

首
無
し
馬
が
来
て
、
祓
の
言
葉
か
何
か
を
知
っ
て
い
た
の
で
助
か
っ
た
。

 

（
二
〇
一
四
年
聞
き
書
き
）。

つ
ま
り
口
裂
け
女
と
は
逆
に
伝
説
や
昔
話
か
ら
世
間
話
に
な
っ
て
い
る

例
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
決
し
て
世
間
話
は
耐
久
性
の
な
い
一
過
性
の
噂
と
は
い
え
な

い
事
実
が
あ
る
。

ま
た
、
噂
は
俗
信
と
絡
む
こ
と
で
そ
の
耐
久
性
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
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る
の
で
は
な
い
か
。

当
た
り
前
だ
が
多
く
の
人
は
研
究
者
の
よ
う
に
毎
日
年
中
行
事
の
こ
と

を
考
え
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
し
妖
怪
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
も

な
い
。

と
こ
ろ
が
あ
る
時
、
伝
説
の
よ
う
に
な
っ
て
知
識
と
し
て
残
っ
て
い
た

も
の
が
再
び
世
間
話
と
し
て
息
を
吹
き
返
す
。

た
と
え
ば
首
の
無
い
馬
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
多
様
な
話
の
中
を
駆

け
抜
け
て
い
く
こ
と
が
あ
る
の
だ
。

ま
と
め

妖
怪
伝
承
は
基
本
的
に
民
俗
学
に
お
い
て
俗
信
と
し
て
研
究
さ
れ
て
き

た
。）

29
（

同
時
に
そ
の
中
心
に
据
え
置
か
れ
た
の
は
、「
昔
話
・
伝
説
・
世
間

話
」
の
う
ち
の
「
世
間
話
」
で
あ
る
。）

30
（

な
ぜ
日
付
の
あ
る
も
の
は
怪
異
に
遭
遇
し
た
話
が
少
な
い
の
だ
ろ
う
と

い
う
問
い
か
ら
本
論
は
生
ま
れ
た
。

妖
怪
の
話
、
つ
ま
り
「
世
間
話
」
か
ら
、
日
付
の
あ
る
「
伝
説
」
を
取

り
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

首
の
無
い
馬
と
は
別
の
怪
異
に
つ
い
て
は
ま
だ
今
後
検
討
が
必
要
に
な

る
が
、
お
お
よ
そ
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
今
回
は
首
の
無
い
馬

を
中
心
に
据
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

も
ち
ろ
ん
、
俗
信
や
民
間
信
仰
の
一
つ
と
し
て
妖
怪
を
捉
え
て
い
た
と

し
て
も
民
俗
学
者
が
「
昔
話
・
伝
説
・
世
間
話
」
の
分
類
は
意
識
し
て
い

る
に
違
い
な
い
。

妖
怪
は
今
や
民
俗
学
で
は
な
く
様
々
な
分
野
を
横
断
し
て
研
究
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
が
「
世
間
話
」
と
「
伝
説
」
の
区
分
け
、
ま
た
は
あ
る
話
の

一
部
分
か
ら
「
伝
説
的
要
素
」
を
抽
出
す
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
膨
大
な
民

俗
学
の
聞
き
書
き
資
料
に
も
目
安
と
し
て
簡
単
に
使
え
る
は
ず
で
あ
る
。

首
の
無
い
馬
は
存
在
感
が
薄
れ
福
井
で
は
首
の
無
い
柴
田
勝
家
に
変
化
。

禁
忌
を
犯
し
実
際
に
遭
遇
し
て
血
を
吐
い
て
死
ん
だ
も
の
が
い
る
な
ど
の
怪

談
が
生
ま
れ
、
田
中
貢
太
郎
な
ど
は
特
に
日
付
に
対
し
て
の
意
識
は
な
い
。

特
定
の
日
付
を
忌
む
と
い
う
話
は
消
え
、
現
在
で
は
事
物
の
由
来
と
し

て
話
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
話
の
機
能
が
変
化
し
て
も
そ
の

首
の
無
い
柴
田
勝
家
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
流
用
さ
れ
て
い
る
。

か
つ
て
は
家
の
外
に
出
な
い
と
い
う
慣
習
が
あ
っ
た
が
消
滅
し
た
こ
と

が
想
定
で
き
る
。

そ
の
慣
習
が
消
え
た
後
で
も
、
首
の
無
い
馬
の
話
は
残
存
し
た
の
だ
。

そ
し
て
、
口
承
文
芸
か
ら
、
現
在
に
は
失
わ
れ
た
慣
習
や
行
事
な
ど
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
す
れ
ば
、
他
の
民
俗
分
野
の
研
究
（
た

と
え
ば
年
中
行
事
な
ど
）
と
の
連
関
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

附
記　

本
論
文
は
、
二
〇
一
六
年
六
月
五
日
に
行
わ
れ
た
日
本
口
承
文
芸

学
会
第
四
〇
回
大
会（
於　

北
海
道
大
学　

人
文
社
会
科
学
総
合
教

育
研
究
棟
）
で
の
口
頭
発
表
を
大
幅
に
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
き
、
諸
先
生
方
に
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。
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注（
1
） 

柳
田
國
男
「
妖
怪
名
彙
」　

小
松
和
彦
校
注
『
新
訂　

妖
怪
談
義
』

角
川
学
芸
出
版　

二
〇
一
三
年
に
よ
る

（
2
） 
笠
井
新
也
「
首
き
れ
馬
の
傳
説
」「
人
類
学
雑
誌
」
第
二
十
七
巻
第

三
号　

一
九
一
一
年

 

後
藤
捷
一
「
首
切
れ
馬
の
話
」「
土
の
鈴
」
第
十
一
号
、　

九
二
二
年

 

佐
々
木
喜
善
「
馬
首
飛
行
譚
」「
郷
土
研
究
」
第
五
巻
第
一
号　

一
九
三
一
年

 

佐
々
木
喜
善
「
馬
首
農
神
譚
」「
郷
土
研
究
」
第
五
巻
第
三
号　

一
九
三
一
年

 

佐
々
木
高
弘
『
民
話
の
地
理
学
│
│
妖
怪
文
化
の
民
俗
地
理
１

│
│
』
古
今
書
院　

二
〇
一
四
年

 

佐
々
木
高
弘
『
怪
異
の
風
景
学
│
│
妖
怪
文
化
の
民
俗
地
理
│
│
』

古
今
書
院　

二
〇
〇
九
年

 

佐
々
木
高
弘
「
伝
説
と
共
同
体
の
メ
ン
タ
ル
マ
ッ
プ
│
│
徳
島
県

美
馬
郡
脇
町
の
『
首
切
れ
馬
』
伝
説
を
事
例
に
│
│
」
小
松
和
彦

編
『
怪
異
の
民
俗
学
2　

妖
怪
』
河
出
書
房
新
社　

二
〇
〇
〇
年

（
初
出
は
「
地
理
学
報
」
二
八　

一
九
九
一
年
）

 

小
野
光
晴
「
四
国
に
お
け
る
「
首
切
れ
馬
」
伝
説
の
分
布
」
徳
島
地

域
文
化
研
究
会
「
徳
島
地
域
文
化
研
究
」
第
二
号　

二
〇
〇
四
年

 

永
吉
慶
子
「
ト
シ
ド
ン
と
首
な
し
馬
伝
承
」
昔
話
伝
説
研
究
会
編
・

発
行
「
昔
話
伝
説
研
究
」
第
二
十
五
号
、
二
〇
〇
五
年

 

拙
稿
「
身
体
欠
損
の
あ
る
馬
の
怪
異
│
│
首
切
れ
馬
を
中
心
に
│

│
」
昔
話
伝
説
研
究
会
編
・
発
行
「
昔
話
伝
説
研
究
」
三
十
四
号　

二
〇
一
五
年

 

南
方
熊
楠
「
首
な
し
馬　

The H
eadless H

orse

」
飯
倉
照
平
編

『
南
方
熊
楠
英
文
論
考
〔
ノ
ー
ツ
ア
ン
ド
ク
エ
リ
ー
ズ
〕
誌
編
』
集

英
社　

二
〇
一
四
年
に
よ
る

（
3
） 

拙
稿
（「
身
体
欠
損
の
あ
る
馬
の
怪
異
│
│
首
切
れ
馬
を
中
心
に

│
│
」
昔
話
伝
説
研
究
会
編
・
発
行
「
昔
話
伝
説
研
究
」
三
十
四

号　

二
〇
一
五
年
）
の
表
に
い
く
つ
か
の
事
例
を
加
え
た
も
の
。

（
4
） 

後
藤
捷
一
「
首
切
れ
馬
の
話
」『
土
の
鈴
』
第
十
一
号　

一
九
二
二
年

（
5
） 

注
（
4
）
同
書

（
6
） 『
奄
美
の
情
熱
情
報
誌
﹇
ホ
ラ
イ
ゾ
ン
﹈』
三
十
三
号　

ホ
ラ
イ
ゾ
ン

編
集
室　

二
〇
一
一
年

（
7
） 

民
話
と
文
学
の
会
編
「
季
刊
民
話
」
第
7
号　

一
声
社　

一
九
七
六

年

（
8
） 

常
光
徹
『
土
佐
の
世
間
話　

今
朝
道
爺
異
聞
』
シ
リ
ー
ズ
・
日
本
の

世
間
話
④　

青
弓
社　

一
九
九
三
年

（
9
） 

石
川
明
範
「
足
利
市
板
倉
の
カ
ミ
ノ
オ
カ
エ
リ
に
つ
い
て
」
下
野
民

俗
研
究
会
編
・
発
行
「
下
野
民
俗
」
二
十
八
号　

一
九
八
七
年
に
も

記
述
が
あ
る
。

（
10
） 
柳
田
國
男
「
祭
り
か
ら
祭
礼
へ
」『
日
本
の
祭
り
』
角
川
学
芸
出
版

　

昭
和
四
四
年
に
よ
る

（
11
） 

柳
田
國
男
「
遠
野
物
語
」『
新
版
遠
野
物
語　

付
遠
野
物
語
拾
遺
』

二
〇
〇
四
年　

角
川
学
芸
出
版
に
よ
る
。
た
だ
し
例
外
も
あ
る
。
そ
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の
前
段
一
〇
二
に
は
「
正
月
十
五
日
の
晩
を
小
正
月
と
い
う
。
宵
の

ほ
ど
は
子
供
ら
福
の
神
と
称
し
て
四
五
人
群
を
作
り
、
袋
を
持
ち
て

人
の
家
に
行
き
、
明
の
方
か
ら
福
の
神
が
舞
い
込
ん
だ
と
唱
え
て
餅

を
貰
う
習
慣
あ
り
。
宵
を
過
ぐ
れ
ば
こ
の
晩
に
限
り
人
々
決
し
て
戸

の
外
に
出
づ
る
こ
と
な
し
。
小
正
月
の
夜
半
過
ぎ
は
山
の
神
出
で
て

遊
ぶ
と
言
い
伝
え
て
あ
れ
ば
な
り
。
山
口
の
字
丸
古
立
に
お
ま
さ
と

い
う
今
三
十
五
六
の
女
、
ま
だ
十
二
三
の
年
の
こ
と
な
り
。
い
か
な

る
わ
け
に
て
か
唯
一
人
に
て
福
の
神
に
出
で
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
を
あ

る
き
て
遅
く
な
り
、
淋
し
き
路
を
帰
り
し
に
、
向
う
の
方
よ
り
丈
の

高
き
男
来
て
す
れ
ち
が
い
た
り
。
顔
は
す
て
き
に
赤
く
眼
は
か
が
や

け
り
。
袋
を
捨
て
て
遁
げ
帰
り
大
い
に
煩
い
た
り
と
い
え
り
」
と
い

う
も
の
が
あ
る
。「
世
間
話
・
伝
説
・
昔
話
」
を
区
分
す
る
の
は
時

間
で
あ
ろ
う
か
ら
（
長
野
晃
子
「
事
件
と
物
語
（
人
生
譚
）
│
│

世
間
話
の
定
義
の
指
標
（
3
）」
世
間
話
研
究
会
編
・
発
行
「
世
間

話
研
究
」
8
号　

一
九
九
八
年
）
こ
れ
は
日
付
が
あ
っ
て
も
世
間
話

で
あ
る
。

（
12
） 

松
平
春
嶽
全
集
編
纂
刊
行
会
「
眞
雪
草
紙
」『
松
平
春
嶽
全
集

（
1
）』
原
書
房　

一
九
七
三
年
に
よ
る
（
初
出
は
一
八
八
一
年
〜

一
八
八
三
年
）

（
13
） 

寺
門
良
隆
「
首
無
し
行
列
の
話
」「
郷
土
研
究
」
郷
土
研
究
社　

二

巻
九
号　

一
九
一
四
年

（
14
） 

杉
原
丈
夫
『
越
前
の
民
話
』
福
井
県
郷
土
誌
懇
談
会　

一
九
六
六
年

（
15
） 

河
合
千
秋
編
『
福
井
県
の
傅
説
』
福
井
県
女
子
師
範
学
校
内
郷
土
研

究
部　

一
九
三
六
年

（
16
） 『
南
越
民
俗　

複
製
版
』
安
田
書
店　

一
九
七
五
年
（
一
九
三
九
年

ま
で
に
該
当
箇
所
の
掲
載
）

（
17
） 

田
中
貢
太
郎
「
首
の
な
い
騎
馬
武
者
」『
新
怪
談
集　

物
語
編
』
改

造
社　

一
九
三
八
年

（
18
） 

注
（
15
）
同
書

（
19
） 

大
洲
の
昔
ば
な
し
と
里
う
た
編
集
委
員
会
『
大
洲
の
昔
ば
な
し
と
里

う
た
』
大
洲
市
教
育
委
員
会　

一
九
九
三
年

（
20
） 

大
西
生
徒
会
収
集　

瀬
野
光
春　

谷
口
岩
雄　

阿
部
晏
之
編
『
大
西

の
伝
説
』 大
西
中
学
校　

一
九
七
一
年

（
21
） 

大
船
渡
市
史
編
集
委
員
会
『
大
船
渡
市
史
』
四
巻　

大
船
渡
市　

昭

和
五
十
五
年

（
22
） 

佐
藤
清
明
『
現
行
全
国
妖
怪
辞
典
』
中
国
民
俗
学
会　

一
九
三
五
年

 

ま
た
爪
を
隠
す
対
抗
策
に
つ
い
て
は
常
光
徹
（『
し
ぐ
さ
の
民
俗
学

│
│
呪
術
的
世
界
と
心
性
│
│
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
二
〇
〇
六
年
）

に
指
を
「
隠
す
」
し
ぐ
さ
に
つ
い
て
の
論
が
あ
る
。

（
23
） 

野
村
純
一
「「
口
裂
け
女
」
そ
の
他
」『
日
本
の
世
間
話
』
東
書
選
書　

一
九
九
五
年

（
24
） LIN

E

ア
カ
ウ
ン
ト
乗
っ
取
り
に
つ
い
て
はYahoo!

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

知
恵
袋
（http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_

detail/q 13134202933

）
二
〇
一
六
年
八
月
一
日
閲
覧

 

二
〇
一
四
年
八
月
十
四
日
の
質
問
に
「
最
近LIN

E

乗
っ
取
り
詐
欺

が
流
行
っ
て
ま
す
ね
。
そ
の
対
処
方
法
と
し
て
色
々
な
返
し
方
が
あ
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り
ま
す
が
そ
の
中
で
『
天
安
門
事
件
』
と
返
答
し
て
対
処
し
て
い
る

方
法
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
天
安
門
事
件
と
は
何
で
す
か
？ 

そ
れ

と
な
ぜ
天
安
門
事
件
と
返
す
だ
け
で
対
処
で
き
る
の
で
す
か
？
」
と

い
う
質
問
が
あ
る
。「line

の
件
で
す
が
、
カ
ー
ド
を
買
っ
て
く
れ

だ
の
言
っ
て
く
る
人
（
じ
つ
は
知
り
合
い
を
装
っ
た
乗
っ
取
り
犯
）

の
文
章
が
、
ど
う
も
日
本
人
の
書
い
た
も
の
で
は
な
い
（
言
い
回
し

が
お
か
し
か
っ
た
り
、
ぎ
こ
ち
な
か
っ
た
り
）
と
怪
し
ん
だ
人
が
、

「
な
ん
か
お
前
、
日
本
語
お
か
し
い
ぞ
？ 

本
当
に
○
○
か
？
」
と
返

信
し
た
り
、
こ
れ
は
中
国
人
か
も
？ 

と
感
じ
た
人
が
、
試
し
に
「
天

安
門
事
件
」
と
返
信
し
た
ら
、
頻
繁
に
「
カ
ー
ド
を
買
っ
て
く
れ
」

「
早
く
買
っ
て
く
れ
」「
ま
だ
か
？
」
と
催
促
し
て
き
た
も
の
が
、
そ

れ
以
降
ぱ
っ
た
り
と
な
く
な
っ
た
の
で
、「
あ
あ
や
っ
ぱ
り
あ
れ
は

○
○
じ
ゃ
な
か
っ
た
、
中
国
人
だ
っ
た
の
か
」
と
思
っ
た
、
と
い
う

こ
と
で
す
。」
と
の
回
答
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
25
） 

注
（
1
）
同
書

（
26
） 

小
松
島
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
小
松
島
市
史
風
土
記
』
徳
島
県
小
松

島
市
役
所　

一
九
七
七
年

（
27
） 

井
之
口
章
次
「
妖
怪
の
地
域
性
」『
日
本
の
俗
信
』
弘
文
堂　

一
九
七
五
年

（
28
） 

一
例
を
あ
げ
る
。
斎
藤
純
「
伝
説
・
世
間
話
の
交
錯
と
異
伝
の
成
立

│
奈
良
県
吉
野
郡
吉
野
村
の
事
例
を
中
心
に
│
」（
世
間
話
研
究
会

「
世
間
話
研
究
」
一
号　

一
九
八
九
年
）
に
は
中
世
の
土
豪
で
あ
る

小
川
氏
を
主
人
公
と
し
て
い
た
し
め
な
わ
を
は
ら
ぬ
由
来
の
伝
説
が

存
在
し
て
い
た
が
、
天
誅
組
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
例

が
あ
る
。
天
誅
組
を
主
人
公
と
す
る
伝
説
の
各
異
伝
は
、
世
間
話
が

伝
説
に
と
り
こ
ま
れ
て
成
立
し
た
、
あ
る
い
は
、
世
間
話
が
伝
説
に

侵
入
し
て
成
立
し
た
伝
承
が
あ
る
と
い
う
。

（
29
） 

も
ち
ろ
ん
、
花
部
英
雄
「
船
幽
霊
の
型
」（
小
松
和
彦
編
『
怪
異
の

民
俗
学
2　

妖
怪
』
河
出
書
房
新
社　

平
成
二
〇
〇
〇
年
）
で
は

「
船
や
幽
霊
に
関
す
る
信
仰
は
さ
て
置
い
て
、
船
幽
霊
の
話
に
つ
い

て
、
そ
の
型
の
選
定
に
照
準
を
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の

結
果
、
単
な
る
信
仰
的
事
実
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
よ
う
な
形
で
し

か
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
の
種
の
世
間
話
に
つ
い
て
も
、
新
た
な

視
点
を
見
つ
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
例
も

あ
る
。

（
30
） 

飯
倉
義
之
「〈
口
承
〉
の
中
の
妖
怪
」
小
松
和
彦
編
『
妖
怪
学
の
基

礎
知
識
』
角
川
学
芸
出
版　

二
〇
一
一
年

 

（
な
が
し
ま
・
ひ
ろ
き
／
昔
話
伝
説
研
究
会
）


