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【
第
六
九
回
研
究
例
会
　〈
怪
異
〉の
聞
き
方
・
書
き
取
り
方
─〈
口
承
〉研
究
の
視
点
か
ら
】

江
戸
期
の
転
生
騒
動
に
み
る
〈
怪
異
〉

の
聞
き
方
・
書
き
取
り
方
の
諸
相

今 

井　

秀 

和

一　

勝
五
郎
の
転
生
騒
動

江
戸
後
期
、
武
蔵
国
の
少
年
「
勝
五
郎
」
を
め
ぐ
る
転
生
譚
が
江
戸
の

知
識
人
た
ち
の
関
心
を
集
め
た
。
し
か
し
、
転
生
を
遂
げ
た
と
い
う
少
年

に
直
接
の
聞
き
取
り
を
試
み
る
者
、
反
対
に
頑
と
し
て
面
会
を
拒
む
者
な

ど
、
彼
ら
の
態
度
は
一
定
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
勝
五
郎
自
身
も
、
自
然

に
語
る
場
合
と
、
語
り
を
拒
む
場
合
と
が
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し

た
〈
怪
異
〉
の
聞
き
方
や
語
り
方
、
書
き
取
り
方
（
記
録
の
仕
方
）
の
諸

相
が
示
す
意
味
に
迫
る
。

と
く
に
考
え
て
み
た
い
の
は
、
以
下
の
二
点
で
あ
る
。
ま
ず
一
点
目
は
、

〈
怪
異
〉
を
め
ぐ
る
問
題
意
識
に
つ
い
て
。
こ
れ
ま
で
筆
者
は
勝
五
郎
の
転

生
譚
に
関
す
る
複
数
の
論
考
を
発
表
し
て
き
た（
１
）。

そ
の
際
に
は
関
連
資
料

に
内
包
さ
れ
る
様
々
な
人
々
の
、
様
々
な
姿
勢
に
基
づ
く
言
説
を
並
べ
た

上
で
、
総
体
と
し
て
の
「
勝
五
郎
の
転
生
譚
」
を
措
定
し
、
こ
れ
を
分
析

の
枠
組
み
と
し
て
の
〈
怪
異
〉
に
収
ま
り
得
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
き
た

こ
と
に
な
る
。

本
稿
に
お
い
て
も
引
き
続
き
そ
う
し
た
姿
勢
を
と
る
の
で
あ
る
が
、
当

時
、
多
様
な
価
値
観
に
基
づ
い
て
肯
定
や
否
定
な
ど
複
数
の
異
な
る
認
識

で
捉
え
ら
れ
て
い
た
勝
五
郎
の
転
生
を
一
口
に
〈
怪
異
〉
と
し
て
括
る
こ

と
の
意
味
と
妥
当
性
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
お
き
た
い
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
当
時
の
資
料
か
ら
抽
出
可
能
な
、
こ
の
噂
に
直
接
間
接
に

触
れ
た
人
々
の
多
様
な
価
値
観
を
踏
ま
え
た
上
で
、
筆
者
を
含
め
た
現
代

の
研
究
者
自
身
が
分
析
に
向
か
う
立
場
も
含
め
て
、〈
怪
異
〉
を
め
ぐ
る
問

題
系
に
つ
い
て
の
若
干
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

二
点
目
の
問
題
は
、
勝
五
郎
の
自
発
的
な
語
り
が
、
様
々
な
聞
き
手
の

存
在
に
よ
っ
て
と
き
に
導
か
れ
、
あ
る
い
は
閉
ざ
さ
れ
、
ま
た
開
か
れ
て

い
く
と
い
う
、
語
り
お
よ
び
聞
き
取
り
、
書
き
取
り
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ

る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
現
代
的
な
研
究
の
視
点
を
交
え
つ
つ
考
え

て
い
き
た
い
。
そ
し
て
、
一
点
目
の
〈
怪
異
〉
を
め
ぐ
る
問
題
と
、
二
点

目
の
語
り
と
聞
き
取
り
の
問
題
は
、
少
な
か
ら
ず
交
差
し
て
く
る
こ
と
に

な
る
。

本
論
に
入
る
前
に
、
対
象
と
す
る
「
勝
五
郎
の
転
生
譚
」
に
つ
い
て
、

基
本
的
な
情
報
を
確
認
し
て
お
こ
う
。江
戸
後
期
の
文
政
五
年（
一
八
二
二
）

の
こ
と
、
武
蔵
国
多
摩
郡
中
野
村
（
現
・
八
王
子
市
東
中
野
）
の
百
姓
源

蔵
の
倅
で
八
歳
に
な
る
「
勝
五
郎
」
と
い
う
名
の
少
年
を
め
ぐ
る
転
生
の

噂
が
世
間
を
騒
が
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

勝
五
郎
の
語
り
に
よ
れ
ば
、
彼
の
前
世
は
、
中
野
村
と
同
じ
く
武
蔵
国

多
摩
郡
に
あ
る
小
宮
領
程
窪
村
（
現
・
日
野
市
程
久
保
）
に
い
た
藤
蔵
で
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あ
っ
た
。
藤
蔵
は
六
歳
の
時
に
疱
瘡
に
か
か
っ
て
死
ん
で
し
ま
い
、
そ
の

後
、
源
蔵
方
へ
生
ま
れ
替
わ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
話
を
聞
い
た

祖
母
が
勝
五
郎
を
連
れ
て
程
窪
村
を
訪
ね
る
と
、
藤
蔵
の
親
は
実
際
に
存

在
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
勝
五
郎
の
語
る
前
世
の
景
色
な
ど
の

記
憶
が
、
事
細
か
に
現
実
と
一
致
し
て
い
た
こ
と
も
分
か
っ
た
の
で
あ
る
。

藤
蔵
を
亡
く
し
た
家
で
は
驚
き
を
以
て
勝
五
郎
を
迎
え
る
と
、
こ
れ
を
機

と
し
て
両
家
は
近
し
く
付
き
合
う
よ
う
に
な
っ
た
。

程
な
く
し
て
勝
五
郎
の
一
件
は
武
州
の
み
な
ら
ず
江
戸
に
お
い
て
も
知

ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
い
ち
早
く
こ
の
噂
を
聞
き
つ
け
た
因

幡
国
鳥
取
藩
支
藩
（
の
ち
の
若わ
か
さ桜

藩
）
の
藩
主
を
隠
居
し
た
池
田
冠
山
が
、

直
接
勝
五
郎
の
も
と
を
訪
ね
て
来
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
元
藩
主
が

と
っ
た
異
例
の
行
動
の
背
景
に
は
、
幼
子
の
死
を
め
ぐ
る
も
う
一
つ
の
悲

話
が
あ
っ
た
。
冠
山
に
は
露
姫
と
い
う
、
非
常
に
賢
い
愛
娘
が
い
た
の
だ

が
、
六
歳
の
時
に
疱
瘡
で
夭
逝
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
諸
々
の
状
況
証
拠

か
ら
鑑
み
る
に
、
冠
山
は
露
姫
と
同
じ
よ
う
な
境
遇
（
疱
瘡
に
か
か
っ
て

の
、
六
歳
で
の
死
）
か
ら
別
の
人
間
に
転
生
を
果
た
し
た
と
い
う
勝
五
郎

に
、
強
い
興
味
を
抱
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

次
第
に
大
事
に
な
っ
て
き
た
為
、
中
野
村
知
行
の
旗
本
、
多お
か
ど門

伝で
ん
ぱ
ち
ろ
う

八
郎

と
し
て
は
無
視
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
く
な
り
、
当
事
者
達
に
聞
き
取
り

調
査
を
行
っ
た
上
で
公
式
の
文
書
を
作
成
す
る
と
、
御
書
院
番
頭
に
届
け

出
た
。
さ
ら
に
、
幽
冥
界
の
探
求
に
血
道
を
あ
げ
て
い
た
平
田
篤
胤
は
こ

の
事
件
を
細
か
に
取
材
し
、『
勝
五
郎
再
生
記
聞
』
を
ま
と
め
る
に
至
っ
た
。

二　

日
野
市
「
勝
五
郎
調
査
団
」
の
活
動

さ
て
、
こ
こ
で
一
度
、
話
を
現
代
の
勝
五
郎
研
究
の
最
前
線
に
移
す
こ

と
と
し
た
い
。
一
見
、
場
違
い
な
寄
り
道
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

現
代
の
研
究
シ
ー
ン
の
紹
介
お
よ
び
考
察
は
、
本
稿
の
後
半
に
お
い
て
述

べ
よ
う
と
し
て
い
る
、
江
戸
期
の
〈
怪
異
〉
と
向
き
合
う
現
代
の
研
究
者

の
姿
勢
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
に
も
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

近
年
、
勝
五
郎
の
転
生
譚
に
関
す
る
新
た
な
資
料
発
掘
や
、
勝
五
郎
お

よ
び
藤
蔵
の
係
累
の
人
々
も
能
動
的
に
関
わ
っ
て
の
八
王
子
市
・
日
野
市

界
隈
の
現
地
調
査
が
進
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
成
果
は
、「
勝
五
郎
生
ま
れ

変
わ
り
物
語
探
究
調
査
団
」（
以
下
「
勝
五
郎
調
査
団
」）
と
い
う
、
日
野

市
民
を
は
じ
め
と
し
た
一
般
市
民
お
よ
び
研
究
者
の
集
ま
り
に
よ
っ
て
蓄

積
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

勝
五
郎
調
査
団
は
日
野
市
郷
土
資
料
館
を
活
動
の
拠
点
と
し
て
、

二
〇
〇
六
年
に
同
館
学
芸
員
お
よ
び
日
野
市
民
を
中
心
に
結
成
さ
れ
て
以

降
、
八
王
子
や
日
野
に
伝
わ
る
勝
五
郎
転
生
譚
の
調
査
研
究
お
よ
び
広
報

活
動
を
行
い
続
け
て
い
る
（
二
〇
一
三
年
以
降
、
筆
者
も
調
査
団
の
末
席

に
名
を
連
ね
て
い
る
）。

勝
五
郎
生
誕
二
〇
〇
年
に
当
た
る
二
〇
一
五
年
に
は
、
企
画
展
の
開
催

お
よ
び
報
告
書
の
発
行
な
ど
が
行
わ
れ
た
（
２
）。

報
告
書
に
お
い
て
は
、
た
と

え
ば
次
の
よ
う
な
新
発
見
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
小
泉
八
雲
が
「
勝

五
郎
の
転
生
」
を
執
筆
す
る
際
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
江
戸
期
の
写
本
『
椿
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説
集
記
』
は
、
長
く
そ
の
所
在
が
不
明
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
調
査
団
の

地
道
な
探
求
に
よ
り
、
同
書
が
國
學
院
大
學
図
書
館
の
寄
託
資
料
を
経
て

所
蔵
資
料
と
な
っ
た
『
珍
説
集
記
』
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

同
書
の
解
題
と
、
関
連
部
分
の
翻
刻
も
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
の
報
告
書

が
明
記
し
て
い
る
よ
う
に
、『
珍
説
集
記
』
所
蔵
元
に
関
す
る
情
報
が
調
査

団
の
中
川
和
明
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
た
後
、
具
体
的
な
資
料
調
査
に
つ
い
て

は
北
村
澄
江
が
こ
れ
を
行
い
、
翻
刻
は
小
宮
豊
・
大
河
内
祥
行
が
担
当
し

て
い
る
。
同
書
の
発
見
か
ら
具
体
的
な
調
査
、
そ
し
て
翻
刻
に
至
る
ま
で

に
は
、
勝
五
郎
調
査
団
内
で
培
わ
れ
た
協
力
体
制
が
活
か
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
勝
五
郎
調
査
団
の
活
動
に
は
、
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。

ま
ず
興
味
を
惹
く
の
は
、
生
ま
れ
変
わ
る
前
の
勝
五
郎
、
い
わ
ば
「
プ
レ

勝
五
郎
」
た
る
藤
蔵
の
家
系
の
子
孫
お
よ
び
、
勝
五
郎
の
家
系
の
子
孫
の

双
方
が
在
籍
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
勝
五
郎
の
転
生
譚
」

が
極
め
て
在
地
性
の
強
い
江
戸
期
の
世
間
話
お
よ
び
後
世
の
伝
承
で
あ
る

こ
と
に
も
深
く
関
係
し
て
い
る
。
伝
承
の
お
膝
元
に
住
む
新
旧
の
住
民
た

ち
の
理
解
お
よ
び
積
極
的
な
協
力
が
あ
っ
て
、
調
査
団
が
活
発
な
活
動
を

行
え
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

次
の
特
徴
と
し
て
は
、
地
の
利
を
活
か
し
た
、
勝
五
郎
の
生
ま
れ
変
わ

り
と
い
う
地
域
の
伝
承
の
語
り
継
ぎ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的

に
は
、
地
域
の
小
学
校
な
ど
を
ま
わ
っ
て
の
紙
芝
居
の
実
演
や
各
種
イ
ベ

ン
ト
な
ど
に
お
け
る
一
種
の
「
再
話
」、
大
人
を
主
た
る
対
象
と
し
て
毎
年

複
数
回
開
催
さ
れ
て
い
る
、
外
部
講
師
を
招
い
て
の
講
演
会
な
ど
を
通
し

て
、
一
時
は
日
野
・
八
王
子
両
地
域
か
ら
忘
れ
か
け
ら
れ
て
い
た
在
地
の

物
語
が
語
り
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
勝
五
郎
が
大
人
に
な
っ
て
以
降
の
足
跡
の
調
査
や
、
勝
五
郎
、

藤
蔵
の
家
族
の
そ
の
後
の
動
向
に
関
す
る
文
献
・
実
地
調
査
の
継
続
も
ま

た
、
い
わ
ゆ
る
研
究
者
単
独
で
は
中
々
行
え
な
い
、
ま
た
、
進
ん
で
行
お

う
と
し
な
い
方
向
性
を
有
し
た
調
査
で
あ
る
。
転
生
譚
を
生
み
、
擁
し
、

語
り
継
い
で
い
た
人
々
が
、
そ
の
渦
中
だ
け
で
な
く
前
後
に
お
い
て
、
ど

の
よ
う
な
日
常
生
活
を
行
っ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま

り
調
査
研
究
の
対
象
と
は
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
勝
五
郎
調
査

団
に
お
い
て
は
、
地
域
住
民
の
マ
ン
パ
ワ
ー
を
活
か
し
た
地
道
な
調
査
が

継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

言
っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
う
し
た
地
道
な
調
査
活
動
は
、「
勝
五
郎
」
と
い

う
ワ
ン
テ
ー
マ
の
周
辺
情
報
を
ロ
ー
ラ
ー
作
戦
で
洗
っ
て
い
こ
う
と
す
る

こ
と
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
目
的
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
大
上
段
に
構
え

た
「
研
究
」
的
な
、
確
固
と
し
た
目
的
意
識
が
存
在
し
な
い
。
だ
か
ら
こ

そ
、
明
確
な
目
的
意
識
を
持
っ
て
行
わ
れ
る
タ
イ
ト
な
研
究
が
無
意
識
の

う
ち
に
見
落
と
し
が
ち
な
観
点
に
対
す
る
、
あ
る
種
の
問
い
直
し
と
し
て

の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
報
告
書
の
あ
と
が
き
に
お
い
て
、

日
野
市
郷
土
資
料
館
の
北
村
澄
江
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
勝
五
郎
を

巡
る
家
族
の
調
査
は
ま
だ
道
半
ば
で
す
が
、
勝
五
郎
が
決
し
て
特
別
な
人

だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
普
通
の
人
と
し
て
、
普
通
の
人
生
を
懸
命
に
生

き
た
人
だ
っ
た
こ
と
が
、
見
え
て
来
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。」

す
な
わ
ち
、
勝
五
郎
の
転
生
譚
を
現
代
的
な
研
究
の
視
点
か
ら
〈
怪
異
〉
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と
し
て
把
握
す
る
に
せ
よ
、「
勝
五
郎
の
転
生
」
と
い
う
非
日
常
的
な
ト

ピ
ッ
ク
を
内
包
し
た
勝
五
郎
・
藤
蔵
の
家
族
や
周
囲
の
人
々
の
生
活
史
そ

れ
自
体
は
、
決
し
て
〈
怪
異
〉
に
彩
ら
れ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
地
域
史
や
家
族
史
と
し
て
考
え
た

場
合
、
極
め
て
一
般
的
、
日
常
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
、
と
も
す
れ

ば
軽
視
さ
れ
が
ち
な
事
実
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
、
調
査
団
に
よ
る
丹
念

な
調
査
の
継
続
は
浮
き
彫
り
に
し
た
の
で
あ
る
。

加
え
て
勝
五
郎
調
査
団
は
、
関
連
資
料
の
発
掘
に
お
い
て
も
少
な
か
ら
ぬ

成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
な
、
小
泉
八
雲
が
勝
五
郎
に
関
し
て

記
し
た
際
の
情
報
源
と
お
ぼ
し
き
『
珍
説
集
記
』（
國
學
院
大
學
図
書
館
蔵
）

の
資
料
的
価
値
の
発
見
以
外
に
も
、
勝
五
郎
自
身
が
平
田
篤
胤
か
ら
『
勝
五

郎
再
生
奇
聞
』
の
写
本
を
送
ら
れ
て
い
た
と
い
う
新
た
な
事
実
を
記
し
た

『
小
谷
田
異
童
傳
』（
府
中
市
郷
土
の
森
博
物
館
蔵
）
の
発
掘
な
ど
、
調
査
団

の
活
動
に
よ
っ
て
関
連
資
料
が
続
々
と
発
掘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
小
谷
田
異
童
傳
』
に
記
さ
れ
た
、
篤
胤
か
ら
『
勝
五
郎
再
生
奇
聞
』
の

写
本
を
送
ら
れ
た
勝
五
郎
が
そ
れ
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
な
ど
は
、
一
時

期
、
篤
胤
の
門
人
で
も
あ
っ
た
勝
五
郎
の
そ
の
後
を
考
え
る
上
で
も
大
き

な
資
料
的
価
値
を
持
つ
と
言
え
る
。

江
戸
期
の
世
間
話
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
、
現
代
に
お
け
る
調
査
研
究

の
動
向
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
の
は
、
単
な
る
寄
り
道
で
は
な
い
。
以
上

に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
現
代
的
に
お
い
て
の
転
生
譚
へ
の
興
味
関
心
が
、

本
稿
で
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
〈
怪
異
〉
の
問
題
に
は
、
深
く
関
わ
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
ほ
ど
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

三　

聞
き
方
、
書
き
取
り
方
─
知
識
人
た
ち
の
態
度
─

冠
山
、
篤
胤
ら
の
調
査
や
執
筆
活
動
と
相
前
後
し
て
、
勝
五
郎
の
噂
は

更
に
多
く
の
知
識
人
達
の
興
味
関
心
の
対
象
と
な
っ
て
い
く
。
勝
五
郎
に

関
す
る
記
事
は
、
江
戸
随
筆
を
は
じ
め
と
し
た
多
種
多
様
な
記
録
類
に
残

さ
れ
て
お
り
、
当
時
こ
の
噂
が
、
い
か
に
知
識
人
の
耳
目
を
集
め
て
い
た

か
が
分
か
る
。

た
と
え
ば
、
勝
五
郎
が
前
世
に
つ
い
て
語
り
、
騒
動
が
捲
き
起
こ
っ
た

翌
年
の
こ
と
。
中
野
村
を
知
行
地
と
す
る
多
門
伝
八
郎
に
連
れ
ら
れ
て
勝

五
郎
が
江
戸
に
上
が
っ
た
際
に
は
、
複
数
の
知
識
人
が
勝
五
郎
と
の
面
会

を
希
望
し
て
お
り
、
勝
五
郎
は
幕
臣
の
荻
野
梅
塢
と
い
う
人
物
の
邸
宅
に

も
来
訪
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
肥
前
国
平
戸
藩
主
だ
っ
た
松ま
つ
ら浦

静せ
い
ざ
ん山

（
一
七
六
〇
│
一
八
四
一
）
に
よ
る
大
部
の
随
筆
『
甲か
っ
し子
夜や
わ話
』
正
篇
巻

二
十
七
の
五
「
八
歳
の
児
そ
の
前
世
を
語
る
事
」
に
明
ら
か
で
あ
る
（
３
）。

こ
の
頃
、
生
れ
替
り
て
こ
の
世
に
来
れ
る
小
児
と
人
の
云い
ひ

は
や
す
こ

と
あ
り
。
文
政
六
癸
未
年
四
月
、
多
門
伝
八
郎
知
行
所
百
姓
之
倅
、

生
替
り
前
世
之
事
共
覚お
ぼ
え
を
り居
物
語
致
候
奇
談
、
所
々
専
之
風
説
故
、

右
百
姓
親
子
共
、
伝
八
郎
方
え
呼
出
糺
た
だ
し

候
所
相
違
無
レ
之
、
未
曾
有

之
珍
事
故
、
同
人
組
頭
衆
迄
耳
打
申
達
候
書
付
写
（
中
略
）
隣
宅
の

梅
塢
が
も
と
に
多
門
が
連
れ
来
れ
る
ま
ゝ
、
予
に
見
る
べ
し
と
告
た

れ
ど
、
幽
冥
の
談
を
云
者
を
見
る
べ
く
も
非
ざ
れ
ば
往
か
ず
。
人
を
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遣
し
て
見
せ
た
る
に
、
書
記
し
て
復
命
す

こ
の
記
事
は
、
静
山
隣
宅
の
荻お
ぎ
の野

梅ば
い
う塢

の
家
に
勝
五
郎
が
来
た
際
、
梅

塢
が
静
山
を
呼
び
に
来
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
怪
異

奇
聞
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
静
山
は
こ
れ
を
見
に
行
か
ず
、
遣
い
を
出
し
て

記
録
を
と
ら
せ
る
に
留
め
て
い
る
。
静
山
の
こ
う
し
た
記
録
態
度
に
は
、

静
山
と
旧
知
の
間
柄
だ
っ
た
林
大
学
頭
述
斎
が
危
険
視
し
て
い
た
平
田
篤

胤
と
勝
五
郎
と
の
関
わ
り
が
影
響
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
４
）。

興
味

深
い
の
は
、
勝
五
郎
と
の
直
接
の
面
会
を
拒
ん
だ
静
山
が
、
遣
い
を
や
っ

て
記
録
を
と
ら
せ
、
さ
ら
に
自
ら
の
筆
で
そ
の
い
き
さ
つ
を
記
録
し
て
い

る
と
い
う
複
雑
な
様
相
で
あ
る
。

ま
た
、
続
く
正
篇
巻
二
十
七
の
六
は
「
同
前
又
一
冊
」
と
題
し
て
、
某

老
侯
よ
り
借
り
た
と
い
う
『
武
蔵
国
中
野
村
再
生
勝
五
郎
前
世
話
』
の
内

容
を
収
め
る
。
某
老
侯
と
は
、
静
山
と
交
流
の
あ
っ
た
池
田
冠
山
だ
と
推

察
さ
れ
る
。

某
老
侯
よ
り
一
冊
を
示
さ
る
。
前
事
な
れ
ど
も
、
小
異
、
詳
文
と
も

覚
ゆ
れ
ば
又
載
す
。
要
す
る
に
冥
怪
の
み
。
武
蔵
国
中
野
村　

再
生

勝
五
郎
前
世
話
（
中
略
）
去
午
年
十
一
月
の
頃
、
勝
五
郎
、
姉
ふ
さ

と
た
ん
ぼ
に
て
遊
び
な
が
ら
、
勝
五
郎
、
姉
に
向
ひ
、
兄
さ
ん
は
ど

こ
か
ら
こ
つ
ち
の
内
に
生
れ
て
き
た
と
と
ふ
。
姉
ど
ふ
し
て
生
う
ま
れた

先

が
し
れ
る
も
の
か
と
い
へ
ば
、
勝
五
郎
あ
や
し
げ
な
る
体
に
て
、
そ

ん
な
ら
お
ま
へ
も
生
れ
ぬ
さ
き
の
事
は
し
ら
ぬ
か
と
い
ふ
。
姉
、
て

ま
へ
は
し
つ
て
い
る
の
か
。
お
ら
ア
あ
の
程
久
保
の
久
兵
衛
さ
ん
の

子
で
、
藤
蔵
と
い
つ
た
よ
。
姉
、
そ
ん
な
ら
お
と
つ
さ
ん
と
お
つ
か

さ
ん
に
い
お
ふ
と
い
へ
ば
、
勝
五
郎
泣
出
し
、
お
と
つ
さ
ん
と
お
つ

か
さ
ん
に
い
つ
ち
や
う
わ
る
い
。
姉
、
そ
ん
な
ら
い
ふ
ま
い
。
わ
る

い
事
す
る
と
い
つ
つ
け
る
ぞ
よ
と
て
、
其
後
兄
弟
げ
ん
く
わ
な
ど
す

れ
ば
、
か
の
事
を
い
お
ふ
と
い
ふ
と
じ
き
に
や
め
る
事
た
び
く
な
れ

ば
、
両
親
是
を
聞
つ
け
、
い
か
な
る
悪
事
を
な
せ
し
や
と
あ
ん
じ
、

娘
ふ
さ
に
せ
め
と
ひ
け
れ
ば
（
中
略
）
近
頃
村
中
に
て
は
、
勝
五
郎

と
い
は
ず
し
て
、
ほ
ど
久
保
小
僧
と
あ
だ
名
よ
び
、
近
村
よ
り
見
に

来
る
人
も
あ
れ
ば
、
は
づ
か
し
が
り
て
、
や
に
は
に
に
げ
か
く
る
ゝ

に
よ
り
、
勝
五
郎
直
ば
な
し
は
聞
こ
と
か
な
は
ず
。
祖
母
の
も
の
が

た
り
に
て
此
を
書
と
む
る
も
の
な
り
。（
後
略
）

静
山
は
「
某
老
侯
よ
り
一
冊
を
示
さ
る
。
前
事
な
れ
ど
も
、
小
異
、
詳

文
と
も
覚
ゆ
れ
ば
又
載
す
。
要
す
る
に
冥
怪
の
み
」
と
、
こ
こ
で
も
冷
や

や
か
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
静
山
は
勝
五
郎
自
体
で
は
な
く
、
そ
の
背

後
に
い
る
篤
胤
と
の
関
わ
り
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
勝
五
郎
を
め
ぐ
る
知
識
人
た
ち
の
紹
介
を
行
っ

て
お
こ
う
。
平
戸
藩
主
を
辞
し
て
後
の
松
浦
静
山
は
、
本
所
の
下
屋
敷
で

過
ご
す
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
隣
宅
に
、
平
田
篤
胤
の
も
と
に
寓
居
す

る
天
狗
小
僧
寅
吉
の
異
界
体
験
を
否
定
し
て
、
激
し
い
論
争
を
繰
り
広
げ

た
荻
野
梅
塢
が
住
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
論
争
は
篤
胤

『
仙
境
異
聞
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
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天
狗
小
僧
寅
吉
（
仙
童
寅
吉
）
と
は
、
天
狗
に
連
れ
ら
れ
て
山
中
の
異

世
界
へ
行
き
、
神
通
力
を
身
に
つ
け
た
と
公
言
す
る
少
年
で
あ
る
。
親
元
を

去
っ
て
、
は
じ
め
は
山
崎
美
成
の
元
に
い
た
が
、
幕
府
右
筆
の
屋
代
弘
賢
か

ら
こ
の
話
を
聞
い
た
平
田
篤
胤
は
寅
吉
に
強
い
興
味
を
示
し
、
半
ば
強
引
に

自
ら
の
屋
敷
へ
と
連
れ
帰
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
様
々
な
問
答
を
重
ね
た

上
で
、
天
狗
の
世
界
の
詳
細
な
記
録
『
仙
境
異
聞
』
を
ま
と
め
た
。

仏
学
に
長
じ
た
博
識
の
幕
府
天
守
番
で
あ
っ
た
荻
野
梅
塢
は
従
来
あ
ま

り
着
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
人
物
だ
が
、
勝
五
郎
や
寅
吉
と
い
っ
た
〈
怪

異
〉
体
験
者
を
め
ぐ
る
知
識
人
た
ち
の
態
度
を
考
え
る
上
で
は
、
非
常
に

重
要
な
位
置
に
い
た
と
言
え
る
。
屋
敷
が
梅
塢
邸
と
隣
り
合
わ
せ
て
い
た

静
山
と
の
交
友
関
係
を
は
じ
め
と
し
た
幅
広
い
人
脈
を
持
ち
、
江
戸
後
期

の
風
俗
百
科
辞
典
と
も
言
う
べ
き
『
喜
遊
笑
覧
』
著
者
の
喜
多
村
筠
庭
、

長
編
合
巻
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
著
者
の
柳
亭
種
彦
ら
と
も
友
人
で
あ
っ
た
。

鳥
取
藩
支
藩
の
隠
居
大
名
で
あ
る
池
田
冠
山
も
ま
た
、
静
山
と
親
し
い

間
柄
に
あ
っ
た
。
愛
娘
の
露
姫
を
藤
蔵
と
同
じ
疱
瘡
で
亡
く
し
て
い
た
こ

と
か
ら
、
勝
五
郎
に
強
い
興
味
を
抱
い
て
直
接
聞
き
取
り
に
赴
い
た
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
物
怖
じ
し
た
勝
五
郎
が
直
接
話
そ
う
と
し
な

か
っ
た
の
で
、
祖
母
か
ら
聞
き
取
り
を
行
い
、
調
書
の
内
容
と
併
せ
て
『
勝

五
郎
再
生
前
世
話
』
を
著
す
と
各
所
に
配
っ
た
の
で
あ
る
。

平
田
篤
胤
は
、
幽
冥
界
研
究
に
努
め
た
国
学
者
で
あ
る
。
文
政
六
年
、

勝
五
郎
が
江
戸
に
来
て
い
る
こ
と
を
聞
き
、
合
計
三
日
に
わ
た
っ
て
、
勝

五
郎
を
自
宅
に
呼
び
寄
せ
た
。
勝
五
郎
は
話
す
の
を
嫌
が
っ
て
お
り
、
篤

胤
の
妻
や
娘
が
少
し
ず
つ
彼
の
心
を
開
い
て
い
っ
た
。
最
後
の
日
に
勝
五

郎
は
、
誰
も
聞
い
て
い
な
い
と
こ
ろ
な
ら
話
す
と
言
っ
た
の
で
、
庭
の
片

隅
で
話
を
聞
く
こ
と
が
出
来
た
の
だ
が
、
こ
の
時
、
篤
胤
は
物
陰
か
ら
そ
っ

と
話
を
聞
い
て
い
た
。
そ
の
場
に
い
た
伴
信
友
が
ま
と
め
た
原
稿
を
も
と

に
、
篤
胤
は
『
勝
五
郎
再
生
記
聞
』
を
著
し
た
の
で
あ
る
。

勝
五
郎
の
前
世
語
り
に
基
づ
く
、
藤
蔵
か
ら
勝
五
郎
へ
の
転
生
譚
は
世

間
話
に
分
類
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
勝
五
郎
の
転
生
譚
は
、

公
的
資
料
を
含
む
様
々
な
文
献
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
他
の
転
生
譚
と
は

一
線
を
画
す
資
料
性
を
備
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
公
的
資
料
に
記
録
さ
れ

た
こ
と
は
、
直
接
、
当
時
の
役
人
が
転
生
を
「
事
実
」
と
し
て
認
め
て
い

た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
現
在
進
行
形
で

世
間
を
騒
が
し
て
い
る
風
聞
の
記
録
、
と
い
う
意
味
を
持
つ
公
的
文
書
な

の
で
あ
っ
た
。

勝
五
郎
の
転
生
騒
動
の
発
端
を
一
言
で
あ
ら
わ
す
と
、
勝
五
郎
少
年
に

よ
る
、
本
人
が
知
り
得
な
い
は
ず
の
事
実
を
含
ん
だ
過
去
語
り
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
勝
五
郎
の
前
世
語
り
が
共
同
体
に
よ
っ
て
一
応
は
肯
定
的

に
捉
え
ら
れ
た
時
、「
転
生
」
と
い
う
可
能
性
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

逆
に
言
え
ば
、
プ
レ
勝
五
郎
た
る
武
州
程
久
保
村
の
須
崎
藤
蔵
は
、
こ

の
件
に
関
し
て
一
言
も
語
っ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
没
後
の
藤
蔵
は
、

勝
五
郎
に
〈
前
世
〉
の
記
憶
と
し
て
語
ら
れ
る
情
報
と
し
て
の
み
存
在
し

て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
な
ぜ
世
間
話
に
お
け
る
転
生
譚
の
多
く
が
前
世
語

り
と
い
う
か
た
ち
で
発
生
す
る
の
か
、
と
い
う
普
遍
的
な
問
題
も
含
ま
れ

る
。
多
く
の
人
が
、
未
だ
来
た
ら
ぬ
来
世
を
語
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に

過
ぎ
去
っ
た
前
世
を
語
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
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ご
く
シ
ン
プ
ル
に
言
え
ば
、
過
去
に
死
ん
だ
者
の
情
報
は
遡
及
可
能
だ

が
、
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
る
者
の
情
報
は
調
べ
よ
う
が
な
い
。
合
理
的
に
考

え
る
な
ら
ば
、
何
ら
か
の
方
法
で
過
去
に
死
ん
だ
者
の
情
報
を
得
て
、
そ

れ
を
自
己
の
過
去
の
記
憶
と
混
同
し
て
語
る
、
と
い
う
可
能
性
を
想
定
で

き
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
い
く
つ
か
の
断
片
的
な
偶
然
の
一
致
を
核
と

し
て
、
共
同
体
が
転
生
譚
を
紡
い
で
い
く
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

篤
胤
を
中
心
と
す
る
サ
ロ
ン
的
集
団
な
ど
は
、寅
吉
を
核
に
据
え
て
「
幽

冥
界
」
を
め
ぐ
る
壮
大
な
共
同
幻
想
を
織
り
上
げ
て
い
た
。
そ
こ
ま
で
で

は
な
い
に
し
ろ
、
勝
五
郎
を
囲
む
共
同
体
に
も
、
同
様
の
力
学
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
も
単
な
る
推
論
に
過
ぎ

な
い
わ
け
で
、
結
局
、
こ
う
し
た
再
現
性
の
低
い
問
題
に
関
す
る
決
定
的

な
解
釈
は
施
し
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
時
も
現
在
も
、
そ
し

て
未
来
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
。

四　

江
戸
期
の
「
転
生
」
観
─
怪
異
か
常
識
か
─

江
戸
期
に
お
い
て
人
間
の
「
転
生
」
は
、
と
き
に
勝
五
郎
の
よ
う
に
世

間
を
騒
が
せ
た
世
間
話
と
な
る
ほ
か
、
仏
教
説
話
に
お
け
る
寓
話
あ
る
い

は
実
説
と
し
て
も
広
く
語
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
勝
五
郎
の
転
生
譚
は
該

当
地
域
の
領
主
た
る
旗
本
、
多
角
に
よ
る
調
査
対
象
と
な
っ
て
公
式
文
書

が
作
ら
れ
、
役
人
に
報
告
さ
れ
て
い
た
。

た
だ
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
公
的
な
記
録
と
い
う
「
書
き
取
り

方
」
が
為
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
当
時
の
役
人

が
こ
れ
を
実
説
と
し
て
認
め
て
い
た
こ
と
に
は
繋
が
ら
な
い
。
領
主
お
よ

び
役
人
と
し
て
は
あ
く
ま
で
世
上
を
賑
わ
す
風
聞
に
関
す
る
調
査
報
告
の

義
務
か
ら
、
勝
五
郎
の
一
件
に
関
す
る
調
書
を
作
る
必
要
が
あ
っ
た
わ
け

で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
関
す
る
同
時
代
的
な
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、赤
毛
犬
「
と

ち
蔵
」
の
転
生
を
め
ぐ
る
世
間
話
が
生
み
出
し
た
騒
動
と
、
こ
れ
に
対
す

る
役
人
の
対
応
を
見
て
み
よ
う
（
５
）。

該
当
の
騒
動
を
記
録
す
る
の
は
、
前
出

の
松
浦
静
山
『
甲
子
夜
話
続
編
』
巻
六
七
の
一
八
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

飛
騨
の
国
、
益
田
郡
萩
原
町
村
の
名
主
が
高
山
の
陣
屋
（
役
所
）
へ
行
っ

て
報
告
し
た
、
罪
人
が
赤
毛
犬
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
い
う
転
生
の
記
録

が
載
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
以
下
に
引
用
す
る
。

遠
国
の
御
代
官
手
代
が
、
役
さ
き
よ
り
贈
れ
り
と
云
書
通
を
示
す
者

あ
り
。
事
は
其
文
を
見
て
知
る
べ
し
。
又
和
漢
同
じ
き
を
綴
謄
す
。

　
　
　
　
　

宮
寺
様

　
　
　
　
　

中
嶋
様　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
す
ほ

　
　
　
　
　

鳩
来
庵
様　

御
順
覧

　

飛
騨
国
益
田
郡
萩
原
町
村
名
主
熊
崎
宇
左
衛
門
飼
犬
、
赤
毛
之
大

犬
に
而
、
と
ち
蔵
と
名
付
〔
赤
毛
に
黒
み
有
レ
之
、
栃
の
実
の
色
に

似
候
と
て
、
如
レ
此
名
付
候
よ
り
〕、
今
年
八
歳
計
に
相
成
候
処
、
近

頃
老
病
に
臥
居
候
得
共
、
平
生
温
和
な
る
犬
に
付
、
人
々
い
た
は
り
、

食
物
等
与
へ
置
候
処
、
当
五
月
下
旬
、
右
宇
左
衛
門
老
母
昼
寝
之
節
、

枕
上
に
立
申
候
は
、
某
事
、
昔
人
間
に
有
て
、
同
国
同
郡
中
呂
村
曹
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洞
宗
禅
昌
寺
に
奉
公
せ
し
が
、
あ
る
時
風ふ

と
出
来
心
し
て
、
祠
堂
之

紬
一
疋
五
丈
八
尺
弐
寸
有
け
る
を
盗
取
、
代
金
弐
歩
弐
朱
に
売
払
、

酒
食
に
遣
捨
け
る
が
、
其
罪
に
も
候
哉
、
畜
生
道
に
入
、
先
非
を
悔

と
い
へ
ど
も
、
其
詮
な
し
。
幾
度
も
犬
に
生
れ
、
漸
此
頃
に
至
り
少

し
罪
亡
び
た
れ
ば
、
此
上
の
憐
み
に
て
、
主
人
宇
左
衛
門
よ
り
禅
昌

寺
へ
侘
言
い
た
し
呉
候
は
ゞ
、
来
世
は
人
間
に
も
生
れ
可
レ
申
と
、
枕

も
と
に
手
を
つ
き
一
向
に
頼
と
見
て
夢
さ
め
、
不
審
更
に
は
れ
ず
、

悴
宇
左
衛
門
に
物
語
、
取
あ
へ
ず
禅
昌
寺
へ
人
を
遣
し
、
先
年
か
う

〳
〵
の
事
有
レ
之
候
哉
と
尋
さ
せ
候
処
、
五
十
年
程
以
前
住
持
法
考
之

節
、
下
男
と
ち
蔵
末
期
に
至
り
盗
致
し
候
義
、
白
状
致
し
候
記
録
有
レ

之
旨
、
当
住
持
申
聞
、
猶
同
日
同
時
、
右
下
男
と
ち
蔵
家
元
、
子
孫

又
甥
か
に
当
り
候
中
呂
村
百
姓
、
名
未
レ
糺
、
同
様
之
夢
を
見
候
迚
、

是
も
同
じ
く
今
日
只
今
其
事
実
を
尋
可
レ
申
と
寺
へ
参
落
合
候
由
、
住

持
申
候
は
、
然
る
上
は
全
く
人
間
之
再
来
に
可
レ
有
レ
之
、
先
先
罪
は

ゆ
る
し
可
レ
申
に
付
、
心
残
さ
ず
成
仏
せ
よ
と
申
聞
せ
、
命
終
候
は
ゞ
、

愚
僧
参
り
、
引
導
い
た
し
可
レ
申
旨
申
聞
候
段
、
同
村
名
主
伊
佐
地
彦

兵
衛
、
当
六
月
八
日
高
山
陣
屋
へ
罷
越
申
聞
候
事
。（
後
略
）

記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
飛
騨

国
、
萩
原
町
の
村
名
主
に
熊
崎
宇
左
衛
門
と
い
う
者
が
あ
り
、「
と
ち
蔵
」

と
い
う
名
の
赤
毛
の
大
犬
を
飼
っ
て
い
た
。
そ
の
名
は
、
犬
の
毛
色
が
栃

の
実
の
色
に
似
て
い
た
為
に
名
付
け
ら
れ
た
も
の
と
い
う
。
こ
の
犬
は
、

八
歳
頃
か
ら
老
化
に
よ
り
病
み
つ
い
て
い
た
が
、
日
頃
か
ら
温
和
な
性
格

だ
っ
た
為
、
人
々
に
労
わ
ら
れ
食
物
な
ど
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
ん
な

五
月
の
下
旬
、
宇
左
衛
門
の
老
母
が
昼
寝
を
し
て
い
る
と
、
と
ち
蔵
が
夢

枕
に
立
っ
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
た
。

自
分
は
昔
、
人
間
で
あ
り
、
禅
昌
寺
に
奉
公
し
て
い
た
。
あ
る
時
ふ
と

し
た
出
来
心
か
ら
祠
堂
の
紬
を
盗
み
、
こ
れ
を
売
り
払
っ
て
酒
食
に
使
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
罪
の
せ
い
か
畜
生
道
に
入
っ
て
何
度
も
犬
に
生
ま
れ

変
わ
っ
て
い
る
が
、
最
近
よ
う
や
く
罪
も
薄
れ
て
き
た
。
主
人
の
宇
左
衛

門
か
ら
禅
昌
寺
に
侘
び
を
し
て
く
れ
れ
ば
来
世
は
人
間
に
生
ま
れ
変
わ
る

こ
と
も
出
来
よ
う
。
そ
う
言
っ
て
、
と
ち
蔵
が
枕
元
に
手
を
つ
い
た
と
こ

ろ
で
夢
が
覚
め
た
。
不
審
に
思
っ
た
老
母
は
こ
の
こ
と
を
息
子
の
宇
左
衛

門
に
話
し
、
ま
た
禅
昌
寺
へ
も
人
を
遣
わ
し
た
。

す
る
と
不
思
議
な
こ
と
が
分
か
っ
た
。
五
十
年
ほ
ど
前
、
下
男
の
「
と

ち
蔵
」
と
い
う
男
が
死
ぬ
前
に
過
去
の
盗
み
を
白
状
し
た
と
い
う
記
録
が

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
と
ち
蔵
の
親
戚
に
当
た
る
百
姓
も

同
じ
日
、
同
じ
時
刻
に
同
様
の
夢
を
見
て
お
り
、
そ
れ
が
事
実
か
ど
う
か

を
確
認
し
よ
う
と
寺
に
や
っ
て
来
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
禅
昌
寺
の
僧
は
、

こ
れ
だ
け
の
こ
と
が
重
な
る
か
ら
に
は
、
そ
の
犬
は
ま
さ
し
く
人
間
が
生

ま
れ
変
わ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
言
っ
た
。
そ
し
て
、
か
つ
て
の
罪
は
許

す
か
ら
心
残
り
な
く
成
仏
せ
よ
、
臨
終
の
時
に
は
自
分
が
引
導
を
渡
し
て

や
ろ
う
と
も
告
げ
る
の
で
あ
っ
た
。

話
の
内
容
も
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
重
要
と
な
る
の
は
、
引
用
箇
所
が

転
生
譚
を
め
ぐ
る
公
的
な
記
録
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
公

的
な
記
録
に
記
載
さ
れ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
転
生
が
役
所
の
お
墨
付
き
を



150

得
た
と
い
う
こ
と
に
は
直
結
し
な
い
だ
ろ
う
。
世
間
の
風
聞
を
取
り
締
ま

る
意
味
で
も
、
世
情
を
賑
わ
す
噂
に
関
し
て
は
、
調
査
・
報
告
が
行
わ
れ

て
い
た
た
め
で
あ
る
。

前
近
代
の
寺
院
に
お
い
て
は
、
仏
法
を
説
く
た
め
の
唱
導
と
し
て
、
犬
と

人
と
を
結
ぶ
転
生
譚
が
広
く
説
か
れ
て
い
た
。
江
戸
後
期
に
は
、
こ
う
し
た

仏
教
唱
導
に
基
づ
く
と
お
ぼ
し
い
転
生
譚
（
事
実
と
し
て
語
ら
れ
る
）
が
、

次
第
に
抹
香
臭
さ
を
薄
め
た
単
な
る
世
間
話
と
し
て
も
広
が
っ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
転
生
を
め
ぐ
る
世
間
話
の
受
け
手
が
み
な
、
こ
う
し

た
話
を
信
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。〈
怪
異
〉
と
し
て
捉
え
る
こ
と

が
可
能
な
、
特
定
の
不
可
思
議
な
話
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
話
の
受
け

手
に
よ
っ
て
信
じ
る
か
否
か
の
態
度
は
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
、

江
戸
期
に
お
け
る
生
ま
れ
変
わ
り
、
と
く
に
勝
五
郎
の
転
生
は
〈
怪
異
〉

と
呼
ぶ
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
先
行
研
究
を
補
助
線

と
し
つ
つ
、
再
考
し
て
い
き
た
い
。

五　

語
り
方
、
聞
き
方
─
勝
五
郎
の
態
度
、
大
人
た
ち
の
態
度
─

転
生
騒
動
の
発
端
は
、
勝
五
郎
に
よ
る
自
発
的
な
語
り
で
あ
っ
た
。
は

じ
め
は
ご
く
自
然
に
、
自
ら
姉
に
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
姉

に
語
り
の
内
容
を
疑
問
視
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
語
り
渋
る
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
う
。
姉
か
ら
話
を
聞
い
た
両
親
や
祖
母
に
訊
ね
ら
れ
た
時
に
も
、
最

初
は
積
極
的
に
語
ろ
う
と
せ
ず
、
強
い
て
請
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
語
る
こ

と
に
な
る
。

そ
の
後
、
勝
五
郎
の
話
を
受
け
止
め
て
く
れ
た
祖
母
と
と
も
に
藤
蔵
の

生
家
を
訪
れ
た
際
に
は
、
藤
蔵
の
家
の
者
た
ち
の
前
で
、
積
極
的
に
前
世

の
記
憶
を
語
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
勝
五
郎
の
生
ま
れ
変
わ
り
が
騒
動

を
生
み
、
知
識
人
の
聴
取
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
ま
た
も
や

語
り
渋
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

勝
五
郎
は
、
騒
動
の
発
端
と
な
る
自
主
的
な
語
り
か
ら
、
家
族
と
の
対

話
、
藤
蔵
遺
族
と
の
対
話
、
中
野
村
で
の
騒
動
、
江
戸
の
知
識
人
を
巻
き

込
ん
だ
騒
動
を
経
る
こ
と
で
、
語
り
に
向
か
う
態
度
を
そ
の
都
度
、
変
化

さ
せ
て
い
る
。

勝
五
郎
に
と
っ
て
「
藤
蔵
だ
っ
た
頃
の
記
憶
」、「
あ
の
世
の
記
憶
」、「
勝

五
郎
に
生
ま
れ
変
わ
る
時
の
記
憶
」
は
、
お
そ
ら
く
は
自
ら
の
「
体
験
」

を
語
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
体

験
を
珍
し
い
こ
と
と
し
て
周
囲
の
大
人
達
が
聞
き
出
そ
う
と
す
る
と
、
語

り
渋
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
面
識
も
な
い
都
会
の
知
識

人
た
ち
が
関
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
、
よ
り
一
層
、
語
り
た
が
ら
な

い
よ
う
に
な
る
。
勝
五
郎
に
と
っ
て
は
普
通
だ
っ
た
こ
れ
ら
の
記
憶
を
語

る
こ
と
で
、
周
囲
の
認
識
と
の
ズ
レ
が
露
わ
に
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
語

り
た
が
ら
な
く
な
っ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

語
り
と
い
う
行
為
が
語
る
者
と
聞
く
者
と
の
共
同
作
業
で
あ
る
以
上
、
聞

く
行
為
が
語
る
者
の
「
語
り
」
に
向
か
う
姿
勢
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
も
な

る
わ
け
で
あ
る
。
勝
五
郎
の
場
合
、
積
極
的
に
聞
こ
う
と
す
る
者
に
対
し
て

は
、
口
を
閉
ざ
す
傾
向
に
あ
る
。
逆
説
的
な
事
例
と
し
て
は
、
戦
後
、
登
戸

研
究
所
に
つ
い
て
頑
な
に
沈
黙
を
守
っ
て
い
た
元
研
究
員
た
ち
が
、
近
現
代
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史
を
知
ら
な
い
高
校
生
た
ち
の
訪
問
調
査
に
よ
っ
て
態
度
を
変
化
さ
せ
て
語

り
始
め
、
の
ち
に
自
ら
筆
を
と
っ
た
例
な
ど
も
想
起
さ
れ
る
（
６
）。

勝
五
郎
の
場
合
は
、
大
人
が
子
ど
も
の
語
り
を
聞
こ
う
と
し
て
い
た
。

一
方
の
登
戸
研
究
所
元
研
究
員
の
場
合
は
、
子
ど
も
が
大
人
の
語
り
を
聞

こ
う
と
し
て
い
た
。
年
齢
差
な
ど
の
、
聞
く
者
と
語
る
者
と
の
立
場
の
差

な
ど
も
、
個
人
的
な
体
験
の
聞
き
取
り
方
に
関
し
て
は
あ
る
種
の
意
味
を

持
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
両
極
端
な
二
つ
の
事
例
は
、
聞
き
取
り
の
難
し

さ
と
可
能
性
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
勝
五
郎
の
転
生
譚
に
関
し
て
は
、
書
き
取
り
方
、
す
な
わ
ち
記

録
に
向
か
う
姿
勢
も
、
知
識
人
に
よ
っ
て
自
ず
か
ら
異
な
っ
て
い
た
。
そ

れ
は
、
公
的
な
文
書
と
、
啓
蒙
書
（
篤
胤
、
冠
山
な
ど
）、
風
聞
の
記
録
と

い
う
姿
勢
の
強
か
っ
た
随
筆
（
静
山
な
ど
）
と
で
は
、
な
ぜ
記
録
す
る
の

か
と
い
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

勝
五
郎
の
語
り
に
向
か
う
姿
勢
の
変
化
は
、
様
々
な
立
場
の
「
大
人
」

た
ち
と
の
干
渉
に
お
い
て
発
生
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
思
い

出
さ
れ
る
の
が
、
柳
田
國
男
が
戦
後
間
も
な
い
昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）

年
に
出
版
し
た
『
先
祖
の
話
』
の
中
で
、
勝
五
郎
に
つ
い
て
触
れ
た
部
分

で
あ
る
。

　

あ
る
い
は
自
分
が
生
ま
れ
替
り
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
だ
幽か
す

か
に
覚

え
て
居
た
と
い
う
話
も
時
に
は
有
る
。
百
年
と
少
し
前
の
頃
、
八
王

子
附
近
の
村
に
あ
っ
た
事
実
と
し
て
、
江
戸
の
閑
人
た
ち
に
騒
が
れ

た
勝
五
郎
再
生
談
な
ど
は
、五
つ
に
な
る
男
の
児
が
誰
に
も
言
っ
ち
ゃ

い
け
な
い
と
い
っ
て
、
そ
っ
と
こ
の
秘
密
を
姉
だ
け
に
語
っ
た
。
そ

れ
が
二
親
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
、
尋
ね
て
行
っ
て
み
る
と
二
三

里
も
離
れ
た
村
に
、
果
た
し
て
そ
の
児こ

の
い
う
通
り
の
家
が
あ
り
、

そ
の
前
世
の
児
の
名
も
符
号
し
て
、
も
う
疑
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
と
い
う
よ
う
な
話
で
あ
る
。
作
り
話
の
流
行
し
た
時
代
だ
と
い
う

か
ら
、
う
っ
か
り
証
拠
に
引
く
わ
け
に
は
行
か
ぬ
が
、
考
え
て
み
る

と
是
は
も
と
も
と
証
明
の
む
つ
か
し
い
事
柄
で
あ
っ
て
、
当
の
本
人

が
何
か
の
拍
子
に
、
も
し
も
そ
う
い
う
こ
と
を
言
い
出
し
た
と
す
れ

ば
、
も
う
そ
れ
だ
け
で
も
信
じ
な
い
で
は
居
ら
れ
ぬ
よ
う
な
、
心
理

の
素
地
と
も
名
づ
く
べ
き
も
の
は
、
却
っ
て
周
囲
の
者
の
間
に
す
で

に
備
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
７
）。

柳
田
は
続
け
て
、
以
下
の
よ
う
な
大
変
に
興
味
深
い
経
験
談
を
述
べ
て

い
る
。
そ
こ
に
は
転
生
の
当
事
者
た
る
子
ど
も
た
ち
の
語
り
を
め
ぐ
る
、

大
人
た
ち
の
「
聞
き
方
」
に
関
す
る
看
過
で
き
な
い
重
要
な
情
報
が
含
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

私
な
ど
の
生
ま
れ
た
村
で
は
、
初
の
誕
生
日
の
色
々
の
儀
式
の
一

つ
に
、
箕
を
以
て
そ
の
満
一
年
の
児
を
あ
お
ぎ
、
お
ま
え
は
何
処
か

ら
来
た
と
問
う
て
見
る
行
事
が
あ
っ
た
。
幼
児
の
使
い
得
る
単
語
の

数
は
限
ら
れ
て
い
る
。
中
に
は
ワ
ン
ワ
ン
だ
の
モ
ウ
モ
ウ
だ
の
い
う

の
で
、
笑
っ
て
し
ま
う
も
の
も
多
か
っ
た
ろ
う
が
、
も
し
も
ア
ッ
チ

と
か
コ
ッ
チ
と
か
、
墓
所
や
氏
神
の
森
の
方
角
を
指
す
こ
と
が
あ
る
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と
、
人
々
は
顔
を
見
合
わ
せ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
前
の

生
と
い
う
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
世
の
人
の
話
題
と
な
り
、
そ
れ

を
ま
た
か
た
わ
ら
に
い
て
小
児
も
聴
い
て
い
た
。
彼
等
の
思
い
か
け

ぬ
言
葉
に
注
意
を
払
い
、
ま
た
何
か
の
折
に
言
わ
せ
て
み
よ
う
と
も

す
る
風ふ
う

が
、
近
い
頃
ま
で
は
我
邦
に
は
盛
ん
で
あ
っ
た
。

柳
田
に
よ
る
こ
う
し
た
指
摘
は
、
小
児
に
よ
る
前
世
語
り
が
、
と
き
に

周
囲
の
大
人
た
ち
と
い
う
「
聞
き
手
」
に
よ
っ
て
誘
導
さ
れ
た
も
の
で
も

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
幼
い
子
ど
も
が
、
単
に
「
幼
い
子

ど
も
」
と
い
う
意
味
を
越
え
た
、
神
や
先
祖
の
意
識
の
宿
り
得
る
神
聖
な

る
「
器
」
と
し
て
も
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
勝
五

郎
の
転
生
譚
を
考
え
る
上
で
も
、
勝
五
郎
に
よ
る
前
世
語
り
の
展
開
に
際

し
て
大
人
達
が
果
た
し
て
い
た
役
割
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
言

え
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
語
り
を
め
ぐ
る
「
聞
き
方
」
の
問
題
が
内
包
さ
れ

て
い
る
。

ま
た
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
敢
え
て
付
記
し
て
お
き
た
い
の
は
、

勝
五
郎
と
違
っ
て
藤
蔵
は
転
生
に
つ
い
て
語
る
口
を
持
た
な
い
と
い
う
点

で
あ
る
。
転
生
騒
動
は
藤
蔵
没
後
の
こ
と
な
の
で
、
騒
動
の
際
に
は
、
藤

蔵
は
語
ら
れ
る
の
み
の
存
在
な
の
で
あ
る
。
勝
五
郎
の
語
り
を
藤
蔵
の
語

り
と
し
て
捉
え
る
在
り
方
は
、
勝
五
郎
の
語
り
に
信
を
置
い
た
場
合
に
の

み
成
立
可
能
な
観
点
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
立
場
を
取
ら
な
い
場
合
に

は
、
藤
蔵
は
語
ら
れ
る
の
み
の
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

六　

総
体
と
し
て
の
〈
怪
異
〉
を
め
ぐ
っ
て

特
定
の
転
生
譚
と
い
う
同
一
の
話
題
で
あ
っ
て
も
、
語
る
者
、
聞
く
者

に
よ
っ
て
、
信
じ
る
か
ど
う
か
の
態
度
は
異
な
る
。
江
戸
期
に
は
、
生
ま

れ
変
わ
り
を
仏
教
的
な
一
種
の
常
識
と
し
て
処
理
す
る
思
考
も
あ
れ
ば
、

極
め
て
珍
し
い
も
の
の
実
際
に
あ
り
得
る
現
象
と
し
て
捉
え
る
見
方
も
あ

り
、
あ
る
い
は
否
定
す
べ
き
非
合
理
的
な
も
の
と
し
て
排
斥
す
る
姿
勢
も

あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
犬
と
人
と
の
転
生
譚
や
、
勝
五
郎
の
転
生
譚
は
人
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
、
当
事
者
と
し
て
の
体
験
談
、
常
識
の
範
疇
に
あ
る
現
象
、

珍
し
い
が
信
ず
べ
き
証
拠
を
揃
え
た
現
象
、
真
偽
不
詳
の
世
間
話
、
取
る

に
足
ら
な
い
妄
説
、
等
々
の
様
々
な
受
け
取
り
方
を
も
っ
て
捉
え
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
異
な
る
姿
勢
に
基
づ
く
言
説
の
集
合
体
を
分

析
す
る
に
際
し
て
、
本
稿
で
は
総
体
と
し
て
の
〈
怪
異
〉
と
い
う
視
座
を

用
い
て
き
た
。

で
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
怪
異
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
整
理
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、「
怪
異
」
は
「
妖
怪
」
と
近
し
い
語
で
あ

る
も
の
の
、
両
者
の
間
に
明
確
な
線
引
き
は
存
在
し
な
い
。
作
家
の
京
極
夏

彦
な
ど
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
「
怪
異
」
は
コ
ト

す
な
わ
ち
現
象
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
、「
妖
怪
」
は
モ
ノ
す

な
わ
ち
存
在
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

文
化
人
類
学
者
・
民
俗
学
者
の
小
松
和
彦
は
、
不
可
思
議
な
物
事
を
括
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る
用
語
と
し
て
「
妖
怪
」
を
設
定
し
た
上
で
、
そ
の
概
念
を
、
①
出
来
事

と
し
て
の
妖
怪
（
現
象
│
妖
怪
）、
②
超
自
然
的
存
在
と
し
て
の
妖
怪
（
存

在
│
妖
怪
）、
③
造
形
化
さ
れ
た
妖
怪
（
造
形
│
妖
怪
）
の
三
段
階
の
意

味
領
域
に
分
け
た
（
８
）。

本
稿
で
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
①
の
「
現
象

│
妖
怪
」
に
重
な
る
意
味
合
い
で
の
〈
怪
異
〉
で
あ
る
と
言
え
る
。

怪
異
に
つ
い
て
は
、
異
な
る
視
点
か
ら
の
整
理
も
試
み
ら
れ
て
い
る
。

日
本
史
学
を
ベ
ー
ス
と
す
る
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
は
、
史
料
に
含
ま
れ
る

「
怪
異
」
の
把
握
に
際
し
て
、
発
会
当
初
に
西
山
克
が
提
起
し
て
い
た
以
下

の
三
類
型
を
承
け
継
ぐ
。
①
昔
、「
怪
異
」
と
さ
れ
て
い
て
今
で
も
怪
異
と

思
え
る
も
の
、
②
「
怪
異
」
と
さ
れ
て
い
な
い
が
昔
の
人
も
怪
し
い
と
感

じ
た
も
の
、
③
昔
の
人
は
そ
う
考
え
て
い
な
い
が
今
の
我
々
か
ら
見
る
と

怪
し
い
、
怪
異
で
は
な
い
の
か
と
思
う
も
の
（
９
）。

以
上
の
三
類
型
に
は
、
古

記
録
に
「
怪
異
」
と
記
さ
れ
て
い
た
か
否
か
と
い
う
問
題
意
識
や
、
時
代

に
よ
っ
て
異
な
る
常
識
の
問
題
が
包
含
さ
れ
て
い
る
。

先
行
研
究
に
お
け
る
「
怪
異
」（
あ
る
い
は
「
妖
怪
」）
の
整
理
を
踏
ま

え
た
上
で
、
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
に
お
け
る
怪
異
の
三
類
型
が
言
う
と
こ

ろ
の
「
昔
の
人
」
や
「
今
の
我
々
」
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
て
み
た
い
。

本
稿
で
は
、
勝
五
郎
の
転
生
譚
を
題
材
と
し
て
、
江
戸
期
の
〈
怪
異
〉
体

験
者
や
一
般
層
に
お
け
る
媒
介
者
、
そ
し
て
知
識
人
た
ち
の
認
識
の
差
違

に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、「
昔
の
人
」
に
も
様
々
な
立
場
や

認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
立
場
や
認
識
の
差
違
は
、
現
代
に
生
き
る
「
今
の

我
々
」
が
扱
う
〈
怪
異
〉
の
周
辺
に
お
い
て
も
、
依
然
と
し
て
残
存
し
て

い
る
。
二
十
一
世
紀
を
迎
え
た
現
代
に
お
い
て
も
、
霊
魂
や
転
生
の
有
無

を
信
じ
る
か
否
か
は
人
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
先
に

触
れ
た
勝
五
郎
調
査
団
の
活
動
に
お
い
て
は
、
生
ま
れ
変
わ
り
の
真
偽
を

問
う
こ
と
は
目
的
と
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
調
査
団
メ
ン
バ
ー
・
活

動
へ
の
協
力
者
・
講
演
会
に
お
け
る
外
部
講
師
・
講
演
会
の
聴
衆
た
ち
は

そ
れ
ぞ
れ
個
々
に
お
い
て
、
生
ま
れ
変
わ
り
の
真
偽
を
め
ぐ
る
立
場
を
異

に
し
て
い
る
。

「
生
ま
れ
変
わ
り
」
に
関
す
る
講
演
を
聞
き
に
く
る
聴
衆
の
中
に
は
、
研

究
者
に
よ
る
霊
魂
や
転
生
に
対
す
る
肯
定
的
な
言
説
を
求
め
て
い
る
層
も

一
定
数
、
存
在
し
て
い
る
。
さ
ら
に
過
去
の
外
部
講
師
た
ち
の
中
に
は
、

生
ま
れ
変
わ
り
の
実
証
を
目
的
と
す
る
研
究
者
も
複
数
名
、
含
ま
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
転
生
を
信
ず
る
人
々
の
認
識
に
お
い
て
、
勝
五
郎
の
生
ま

れ
変
わ
り
は
決
し
て
怪
異
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
本
稿
が
勝
五

郎
の
転
生
を
括
る
に
際
し
て
カ
ッ
コ
付
き
の
〈
怪
異
〉
を
用
い
て
来
た
所

以
で
あ
る
。

つ
ま
り
留
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
総
体
と
し
て
の
〈
怪
異
〉
と
い
う
視
座

を
求
め
て
い
る
の
が
研
究
者
自
身
│
│
本
稿
で
言
え
ば
筆
者
自
身
│
│
だ

と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
も
、
研
究
に
向
か
う
姿
勢
と
し
て
〈
怪

異
〉
を
実
際
に
は
存
在
し
な
い
物
事
だ
と
判
断
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

他
者
と
の
交
流
の
場
に
お
い
て
も
同
じ
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な

い
。た

と
え
ば
飯
倉
義
之
は
「
妖
怪
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
生
き
る
│
複
数
の
リ

ア
リ
テ
ィ
に
〈
憑
か
れ
る
〉
研
究
の
可
能
性
│
」
に
お
い
て
、
一
人
の
研
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究
者
の
、
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る
振
る
舞
い
と
研
究
上
の
姿
勢
と
の
齟
齬

を
自
覚
的
に
内
面
化
し
て
い
く
方
法
論
を
提
示
し
て
い
る）

10
（

。
本
稿
で
考
え

て
い
る
〈
怪
異
〉
を
め
ぐ
る
問
題
系
も
、
自
ず
か
ら
飯
倉
に
よ
る
問
題
提

起
と
呼
応
し
て
こ
よ
う
。
さ
ら
に
、
研
究
者
自
身
も
一
人
の
人
間
な
の
で

あ
る
か
ら
、
当
然
、
幼
少
期
か
ら
晩
年
に
か
け
て
〈
怪
異
〉
の
周
縁
を
め

ぐ
る
問
題
へ
の
認
識
も
変
わ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
明
確
な
信
仰
を
持
た

な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
様
々
な
人
生
の
節
目
に
お
い
て
、
死
者
の
霊
魂

の
行
方
に
つ
い
て
想
い
を
馳
せ
る
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
だ
と
言
え
る
。

勝
五
郎
の
転
生
譚
を
め
ぐ
っ
て
多
様
な
立
場
を
示
し
て
い
た
江
戸
期
の

人
々
と
、
勝
五
郎
の
調
査
に
ま
つ
わ
る
活
動
を
通
し
て
交
流
を
行
う
現
代

の
人
々
と
は
、
決
し
て
隔
絶
し
た
存
在
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ

い
て
考
究
し
よ
う
と
す
る
行
為
は
図
ら
ず
も
、
勝
五
郎
の
転
生
を
〈
怪
異
〉

と
し
て
括
る
筆
者
自
身
の
研
究
者
と
し
て
の
あ
り
よ
う
を
逆
照
射
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。

池
田
冠
山
や
平
田
篤
胤
が
な
ぜ
「
転
生
」
や
「
幽
冥
界
」
を
希
求
し
て

い
た
の
か
と
い
う
、
人
生
の
深
い
と
こ
ろ
に
横
た
わ
る
生
死
を
め
ぐ
る
問

題
は
、
現
代
に
お
い
て
〈
怪
異
〉
の
探
求
を
行
お
う
と
す
る
者
に
と
っ
て

も
決
し
て
彼
岸
の
課
題
で
は
な
い
。
聞
く
人
に
よ
っ
て
語
り
へ
の
態
度
を

変
え
た
勝
五
郎
と
、
語
る
口
を
持
た
ぬ
藤
蔵
と
は
、
こ
の
よ
う
な
普
遍
的

な
課
題
を
現
代
の
研
究
者
に
突
き
付
け
て
く
る
。

注（
1
） 

本
稿
は
第
六
十
九
回
・
日
本
口
承
文
芸
学
会
例
会
「〈
怪
異
〉
の
聞

き
方
・
書
き
取
り
方
│
〈
口
承
〉
研
究
の
視
点
か
ら
│
」
に
お
け

る
同
名
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
（
二
〇
一
五
年

十
二
月
五
日
（
土
）、
於
國
學
院
大
学
渋
谷
校
舎
）。
ま
た
論
考
の
性

質
上
、
過
去
に
発
表
し
た
以
下
の
諸
論
と
内
容
的
に
一
部
重
な
る
部

分
が
含
ま
れ
る
。
拙
稿
「
勝
五
郎
生
ま
れ
変
わ
り
物
語
の
調
査
研

究
」
勝
五
郎
生
ま
れ
変
わ
り
物
語
探
究
調
査
団
編
『
日
野
市
郷
土
資

料
館
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
１　

ほ
ど
く
ぼ
小
僧　

勝
五
郎
生
ま
れ
変
わ
り

物
語
』
日
野
市
郷
土
資
料
館
、
二
〇
一
六
年
。
同
「
江
戸
の
知
識
人

と
〈
怪
異
〉
へ
の
態
度
│
〝
幽
冥
の
談
〞
を
軸
に
」
東
ア
ジ
ア
恠

異
学
会
編
『
ア
ジ
ア
遊
学　

怪
異
を
媒
介
す
る
も
の
』
勉
誠
出
版
、

二
〇
一
五
年
。
同
「
勝
五
郎
の
転
生
譚
と
江
戸
の
知
識
人
│
前
世

語
り
か
ら
転
生
譚
へ
│
」
勝
五
郎
生
ま
れ
変
わ
り
物
語
探
究
調
査

団
編
『
ほ
ど
く
ぼ
小
僧　

勝
五
郎
生
ま
れ
変
わ
り
物
語　

調
査
報
告

書
』
日
野
市
郷
土
資
料
館
、
二
〇
一
五
年
。
同
「
前
世
を
辿
る
少
年

の
旅
路
│
転
生
勝
五
郎
と
八
王
子
〜
日
野
の
旧
道
│
」『
怪
』
第

三
九
号
、
角
川
書
店
、
二
〇
一
三
年
七
月
。

（
2
） 

勝
五
郎
生
ま
れ
変
わ
り
物
語
探
究
調
査
団
編
『
ほ
ど
く
ぼ
小
僧　

勝

五
郎
生
ま
れ
変
わ
り
物
語　

調
査
報
告
書
』、
日
野
市
郷
土
資
料
館
、

二
〇
一
五
年
九
月
。

（
3
） 『
甲
子
夜
話
』
の
引
用
に
際
し
て
は
平
凡
社
東
洋
文
庫
本
全
二
十
冊

に
依
拠
す
る
。

（
4
） 

江
戸
の
知
識
人
と
勝
五
郎
と
の
関
わ
り
に
関
す
る
詳
細
は
前
出
の
拙

稿
「
江
戸
の
知
識
人
と
〈
怪
異
〉
へ
の
態
度
│
〝
幽
冥
の
談
〞
を
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軸
に
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
） 

赤
毛
犬
「
と
ち
蔵
」
の
転
生
騒
動
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
拙
稿

「
犬
の
伊
勢
参
り
と
転
生
」『
日
本
文
学
研
究
誌
』
第
七
輯
、
大
東
文

化
大
学
日
本
文
学
専
攻
、
二
〇
〇
九
年
。

（
6
） 

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
長
野
県
の
赤
穂
高
校
、
川
崎
市
の
法
政
第
二

高
校
そ
れ
ぞ
れ
の
「
平
和
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
に
よ
っ
て
登
戸
研
究
所
関

係
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
が
行
わ
れ
、
の
ち
に
元
研
究
員
の
伴
繁
雄

に
よ
る
『
陸
軍
登
戸
研
究
所
の
真
実
』
出
版
に
繋
が
っ
た
（
芙
蓉
書

房
、
二
〇
一
〇
年
）。
詳
細
は
以
下
を
参
照
。『
明
治
大
学
平
和
教
育

登
戸
研
究
所
資
料
館
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』（
明
治
大
学
平
和
教
育
登
戸

研
究
所
資
料
館
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
）。

（
7
） 『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
十
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
。

（
8
） 

小
松
和
彦
『
妖
怪
文
化
入
門
』
角
川
書
店
、
二
〇
一
二
年
（
せ
り
か

書
房
、
二
〇
〇
六
年
初
出
）。

（
9
） 

東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
『
怪
異
学
入
門
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
二
年
。

（
10
） 

飯
倉
義
之
「
妖
怪
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
生
き
る
│
複
数
の
リ
ア
リ
テ
ィ

に
〈
憑
か
れ
る
〉
研
究
の
可
能
性
│
」『
現
代
民
俗
学
研
究
』
第
七

号
、
現
代
民
俗
学
会
、
二
〇
一
五
年
三
月
。

 

（
い
ま
い
・
ひ
で
か
ず
／
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
）

【
第
六
九
回
研
究
例
会
　〈
怪
異
〉の
聞
き
方
・
書
き
取
り
方
─〈
口
承
〉研
究
の
視
点
か
ら
】

怪
談
を
束
ね
る

│
明
治
後
期
の
新
聞
連
載
記
事
を
中
心
に

一 

柳　

廣 

孝

は
じ
め
に

明
治
期
に
新
た
な
言
説
の
場
と
し
て
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
新
聞
メ
デ
ィ

ア
は
、
明
治
三
十
年
代
半
ば
に
な
る
と
積
極
的
に
怪
談
を
取
り
上
げ
始
め

た
。
長
ら
く
幽
霊
や
妖
怪
は
前
時
代
の
迷
信
の
象
徴
と
し
て
排
斥
の
対
象

と
さ
れ
て
き
た
が
、
か
と
い
っ
て
怪
異
に
関
す
る
話
題
が
消
え
去
っ
た
訳

で
は
な
い
。
巷
で
語
ら
れ
る
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
、
読
者
は
怪
異
を
扱
っ
た

記
事
に
関
心
を
抱
き
続
け
て
い
た
よ
う
だ
（
１
）。

恐
ら
く
そ
こ
に
は
、
上
か
ら

押
し
付
け
ら
れ
た
「
文
明
開
化
」
に
対
す
る
庶
民
の
違
和
感
も
反
映
し
て

い
た
だ
ろ
う
。

た
だ
こ
れ
ら
の
怪
異
は
、
あ
く
ま
で
新
し
い
世
に
な
っ
て
も
な
お
残
滓
を

と
ど
め
て
い
る
迷
信
の
現
わ
れ
と
し
て
処
理
さ
れ
て
き
た
。
で
は
な
ぜ
、
新

聞
メ
デ
ィ
ア
は
怪
異
に
関
す
る
記
事
を
掲
載
し
続
け
た
の
か
。
庶
民
へ
の
啓

蒙
の
た
め
か
。
そ
れ
と
も
彼
ら
の
怪
異
に
対
す
る
尽
き
せ
ぬ
興
味
を
満
た
す

た
め
だ
っ
た
の
か
。
な
ら
ば
怪
異
は
、
新
た
な
価
値
観
に
身
を
包
ん
だ
知
識


