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畏
怖
す
べ
き
女
神
の
源
流

―
最
果
て
の
妖
婆
た
ち 

山
姥
と
ハ
ッ
グ
妖
精
―

高
島
葉
子
著

三
弥
井
書
店
刊

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
妖
精
と
日
本
の
妖
怪
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
研
究
が
進
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
本
格
的
に
比
較
研
究

を
し
た
も
の
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
そ
こ
に

着
目
し
た
著
者
は
、
伝
承
内
容
に
著
し
い
類
似
が
認
め

ら
れ
る
「
日
本
の
山
姥
」
と
、「
ブ
リ
テ
ン
諸
島
の
ハ
ッ

グ
妖
精
」
の
比
較
検
討
を
本
書
で
試
み
て
い
る
。

日
本
の
研
究
者
に
よ
っ
て
山
姥
と
比
較
検
討
さ
れ

て
き
た
の
は
主
に
魔
女
で
あ
っ
た
が
、
魔
女
よ
り
も

超
自
然
的
な
妖
精
の
方
が
類
似
点
は
多
い
と
い
う
。

今
回
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
″hag

〞
は
、「
妖
婆
」

や
「
鬼
婆
」
と
訳
さ
れ
、
醜
い
容
貌
の
老
婆
の
バ
ン

シ
ー
や
ケ
ラ
ッ
ハ
・
ヴ
ェ
ー
ル
等
の
複
数
の
妖
精
の

総
称
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

本
書
は
二
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
、第
一
部
は
「『
畏

怖
す
べ
き
女
神
』
と
し
て
の
山
姥
と
ハ
ッ
グ
妖
精
」、

第
二
部
は
「
山
姥
と
ハ
ッ
グ
妖
精
の
伝
統
と
系
譜
」
で

あ
る
。
博
士
学
位
論
文
を
基
に
一
般
読
者
を
も
想
定
し

て
、
大
幅
に
加
筆
修
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
山
姥
に
つ
い
て
は
、
妖
怪
的
山
姥
と
女
神

的
山
姥
に
分
類
し
、
柳
田
國
男
を
は
じ
め
多
く
の
文

献
を
博
捜
し
て
、
そ
の
多
様
な
性
格
や
機
能
に
つ
い

て
ま
と
め
て
解
説
す
る
。
同
様
に
ハ
ッ
グ
妖
精
に
つ

い
て
も
、
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ブ
リ
ッ
グ
ズ
の
妖
精
分
類

を
基
準
に
そ
の
多
様
な
様
相
を
詳
述
す
る
。
さ
ら
に

第
一
部
第
三
章
で
は
、
山
姥
と
の
比
較
の
た
め
に

ハ
ッ
グ
妖
精
を
新
た
に
分
類
し
直
し
、
山
姥
と
の
共

通
点
と
相
違
点
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。

両
者
の
共
通
点
は
、
妖
怪
と
神
と
い
う
両
義
性
を

有
し
て
い
る
点
に
あ
り
、
山
姥
は
山
の
神
の
顕
現
形

態
の
一
つ
で
、
畏
怖
す
べ
き
女
神
と
捉
え
る
べ
き
だ

と
指
摘
す
る
。

ま
た
相
違
点
は
、
ハ
ッ
グ
妖
精
が
土
地
や
地
勢
と

の
結
び
つ
き
が
強
い
の
に
対
し
て
、
山
姥
／
山
の
神

は
土
地
と
の
結
び
つ
き
が
弱
い
こ
と
で
あ
り
、
後
者

は
来
臨
性
あ
る
い
は
偏
在
性
に
特
徴
が
あ
る
と
い
う
。

こ
の
来
臨
性
は
、
日
本
の
山
の
神
が
山
民
か
ら
焼
畑

民
、
さ
ら
に
稲
作
民
の
山
の
神
へ
と
歴
史
的
な
変
遷

を
経
る
中
で
、
常
に
認
め
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
と
い

う
。
そ
し
て
山
姥
の
源
流
に
は
、
佐
々
木
高
明
の
論

を
も
と
に
、
北
方
狩
猟
民
文
化
に
由
来
す
る
女
神
信

仰
と
、
中
国
南
部
の
雑
穀
栽
培
型
農
耕
文
化
と
共
に

流
入
し
た
山
の
女
神
の
二
系
統
が
存
在
し
、
い
ず
れ

も
縄
文
時
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
る
。

一
方
の
ハ
ッ
グ
妖
精
は
、
そ
の
名
称
に
ゲ
ー
ル
語
が

多
く
、
豊
富
な
伝
承
地
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
神
話
伝
説

の
伝
承
地
で
も
あ
っ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
の
北
西
部
に
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
土
地
が
か

つ
て
は
同
一
文
化
圏
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
主
な

ハ
ッ
グ
妖
精
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
神
話
の
女
神
に
繋
が
る

と
推
測
す
る
。
そ
し
て
、
後
期
新
石
器
時
代
か
ら
青
銅

器
時
代
に
栄
え
た
ブ
リ
テ
ン
諸
島
の
巨
石
文
化
の
中

で
、
青
銅
器
時
代
の
「
大
地
の
女
神
／
地
母
神
」、
ロ
ー

マ
時
代
お
よ
び
神
話
に
み
ら
れ
る
「
国
土
／
領
土
の
女

神
」
へ
と
連
続
的
に
発
展
し
て
い
っ
た
系
譜
に
こ
の

ハ
ッ
グ
妖
精
も
加
わ
る
と
み
る
。

農
耕
・
牧
畜
に
よ
っ
て
、
日
本
よ
り
も
階
層
化
の

速
度
が
速
く
規
模
も
大
き
か
っ
た
ブ
リ
テ
ン
諸
島
で

は
、
部
族
の
領
有
地
へ
の
意
識
の
高
ま
り
や
、
祖
霊

の
神
聖
性
を
よ
り
高
め
る
存
在
と
し
て
大
地
の
女
神

も
儀
礼
対
象
と
な
り
、
女
神
と
領
土
、
権
力
の
結
合

が
、
特
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
島
に
特
徴
的
に
現
れ
た
と

著
者
は
分
析
す
る
。

山
姥
を
含
め
た
日
本
の
山
の
神
信
仰
は
複
雑
で
、

先
行
研
究
も
多
く
そ
の
分
析
や
調
査
研
究
だ
け
で
も

大
変
な
量
に
な
る
が
、
本
書
は
さ
ら
に
ブ
リ
テ
ン
諸

島
の
ハ
ッ
グ
妖
精
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
両
者
の
特

徴
と
歴
史
的
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

他
国
の
文
化
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
初
め
て
み
え

て
く
る
も
の
は
確
か
に
あ
る
。「
あ
と
が
き
」
で
触
れ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
昔
話
の
国
際
話
型
番
号
の
他

に
は
、
妖
怪
・
妖
精
伝
承
の
国
際
的
な
共
通
土
台
と

な
る
分
類
方
法
は
ま
だ
整
っ
て
い
な
い
。
簡
単
で
は

な
い
だ
ろ
う
が
、
比
較
研
究
を
さ
ら
に
今
後
進
め
て

い
く
た
め
に
も
、
そ
の
確
立
が
早
急
に
求
め
ら
れ
て

い
る
。 

（
菱
川
晶
子
）

（
二
〇
二
一
年
三
月
／
本
体
五
八
〇
〇
円
）
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桃
太
郎
の
発
生

―
世
界
と
の
比
較
か
ら
み
る
日
本
の
昔
話
、

説
話
―

花
部
英
雄
著

三
弥
井
書
店
刊

昔
話
の
研
究
で
知
ら
れ
る
花
部
英
雄
氏
の
新
著
で

あ
る
。『
桃
太
郎
の
発
生
』
と
い
う
書
名
に
は
、
著

者
の
並
々
な
ら
ぬ
意
気
込
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
も
ち

ろ
ん
柳
田
国
男
の
『
桃
太
郎
の
誕
生
』（
一
九
三
三
）、

石
田
英
一
郎
の
『
桃
太
郎
の
母
』（
一
九
五
六
）
を

十
分
に
意
識
し
て
の
命
名
で
あ
ろ
う
。

本
書
は
三
部
か
ら
な
る
。
ま
ず
第
一
部
「
桃
太
郎

の
内
と
外
」
に
よ
っ
て
「
桃
太
郎
」
の
起
源
を
窺
い
、

第
二
部
「
異
類
婚
姻
譚
の
国
際
比
較
」
で
は
「
蛇
婿

入
」「
一
寸
法
師
」「
嫁
の
輿
に
牛
」
な
ど
の
昔
話
を

諸
外
国
の
説
話
と
比
較
し
、
ま
た
異
類
婚
姻
譚
に
お

け
る
皮
（
殻
）
の
意
味
を
探
る
。
第
三
部
「
昔
話
、

説
話
モ
チ
ー
フ
の
国
際
比
較
」
で
は
「
藁
し
べ
長
者
」

「
猿
地
蔵
」
な
ど
の
昔
話
の
比
較
か
ら
、
イ
ソ
ッ
プ

寓
話
と
日
本
の
「
鳥
獣
合
戦
」
の
比
較
、
さ
ら
に
は

太
宰
治
の
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
に
見
え
る
「
猶
予
と
人

質
モ
チ
ー
フ
」
の
検
討
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

本
書
の
中
心
と
な
る
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
五
つ

の
論
考
か
ら
な
る
第
一
部
の
「
桃
太
郎
論
」
で
あ
ろ

う
。「
桃
太
郎
」
に
つ
い
て
「
包
囲
網
を
張
る
こ
と

で
そ
の
中
心
の
正
体
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
」
と
す
る
著
者
は
、「
六
人
組
の
世
界

旅
行
」（ATU

513A

）、「
猿
蟹
合
戦
」（ATU

210

）、

「
鬼
の
子
小
綱
」
と
い
う
昔
話
と
の
比
較
を
通
し
て

そ
の
本
質
に
迫
っ
て
い
る
。
著
者
の
「
包
囲
網
」
の

な
か
で
、
私
は
と
く
に
琉
球
諸
島
の
「
桃
争
い
」
の

話
を
テ
コ
に
、「
桃
太
郎
」
と
「
猿
蟹
合
戦
」
の
分

離
独
立
を
説
く
第
三
論
文
、「
桃
太
郎
の
素
性
」
に

共
鳴
し
た
。

ま
た
「
嫁
の
輿
に
牛
」、「
猿
地
蔵
」
の
比
較
研
究

も
重
要
な
貢
献
で
あ
る
。
両
話
と
も
日
本
の
古
典
に

見
え
る
有
名
な
話
で
、
昔
話
と
し
て
も
国
際
的
に
広

く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
意
外
な
こ
と
に
本
格

的
な
比
較
研
究
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
著
者
に
よ
っ
て
初
め
て
着
手

さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
今
後
の
比
較
研
究
の
礎
石
と
な

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

昔
話
の
比
較
研
究
、
特
に
多
民
族
に
わ
た
る
比
較

研
究
は
、
必
要
が
叫
ば
れ
な
が
ら
も
敬
遠
さ
れ
て
き

た
嫌
い
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
裏
に
は
、
比
較
す

べ
き
資
料
は
で
き
る
だ
け
原
語
で
読
ま
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
考
え
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ

う
す
る
こ
と
が
理
想
な
の
だ
が
、
す
べ
て
の
資
料
を

原
語
で
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
昔
話
の

世
界
的
な
比
較
研
究
は
成
り
立
た
な
い
。

本
書
で
用
い
ら
れ
た
比
較
資
料
は
、
す
べ
て
邦
訳
に

拠
っ
て
お
り
、
右
の
よ
う
な
立
場
か
ら
の
批
判
も
予
想

さ
れ
よ
う
。
し
か
し
百
年
河
清
を
待
つ
よ
り
も
、
ま
ず

で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
比
較
研
究
を
推
進
す
べ
き
で
あ
る

と
い
う
、
筆
者
の
強
い
意
志
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て

信
頼
し
う
る
邦
訳
の
み
に
拠
っ
て
も
、
比
較
研
究
が
十

分
に
可
能
で
あ
る
こ
と
を
本
書
は
証
明
し
た
。
問
わ
れ

る
べ
き
は
、
比
較
に
よ
っ
て
何
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
本
書
の
「
猿
地
蔵
」
研
究
は
、
注
目

に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
東
北
地
方
に
伝
わ

る
猿
を
殺
し
て
し
ま
う
タ
イ
プ
の
「
猿
地
蔵
」
に
つ

い
て
、
柳
田
国
男
の
「
座
頭
に
よ
る
新
案
」
と
い
う

説
を
退
け
、
シ
ベ
リ
ア
・
ア
イ
ヌ
の
類
話
と
の
比
較

か
ら
、
こ
れ
を
狩
猟
民
文
化
の
反
映
と
捉
え
直
し
て

い
る
。
こ
れ
な
ど
は
比
較
の
視
点
が
な
け
れ
ば
下
す

こ
と
の
で
き
な
い
判
断
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
日
本
昔
話
の
専
門
家
に
よ
る
比

較
研
究
た
る
本
書
は
、
今
後
の
比
較
昔
話
研
究
の
推

進
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
る
に
違
い
な
い
。

は
し
が
き
に
よ
れ
ば
、
著
者
は
関
敬
吾
の
「
昔
話

の
存
在
は
単
に
一
民
族
的
な
現
象
で
は
な
く
、
超
民

族
的
な
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
昔
話
の
研
究
は
特
に

比
較
研
究
を
予
想
す
る
も
の
で
あ
る
。」（『
日
本
昔
話

集
成
』「
序
説
」）
と
い
う
言
葉
を
「
警
鐘
の
よ
う
に

受
け
止
め
た
」
と
い
う
。
本
書
は
こ
の
と
こ
ろ
決
し

て
活
発
と
は
思
え
な
い
比
較
昔
話
研
究
に
向
け
た
、

著
者
の
叱
咤
激
励
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
斧
原
孝
守
）

（
二
〇
二
一
年
三
月
／
本
体
二
八
〇
〇
円
）
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禍
い
の
大
衆
文
化

―
天
災
・
疫
病
・
怪
異
―

小
松
和
彦
編

K
A
D
O
K
A
W
A
刊

本
書
は
、「
自
然
が
も
た
ら
す
災
厄
・
災
害
に
対

し
て
人
々
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
き
た
の
か
」
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
「
大
衆
文
化
」
に
焦
点
を
当
て

た
も
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
大
衆
文
化
に
多
少
の

偏
り
が
あ
る
も
の
の
、
近
世
や
現
代
の
時
代
の
疫
病
、

災
害
に
関
し
て
も
取
り
上
げ
て
い
る
。

現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
世
界
中

で
猛
威
を
振
る
っ
て
い
る
が
、
近
世
に
お
い
て
も
同

様
に
多
く
の
感
染
症
が
流
行
し
、
人
々
は
そ
の
状
況

下
に
お
い
て
様
々
な
対
応
を
し
て
き
た
歴
史
が
あ

る
。
本
書
で
は
第
一
章
、
第
二
章
、
第
四
章
、
第
五

章
、
第
七
章
、
第
八
章
に
お
い
て
、
コ
レ
ラ
や
疱
瘡

な
ど
の
感
染
症
を
中
心
に
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
。

第
一
章
（
福
原
敏
男
）
で
は
、
コ
レ
ラ
や
疱
瘡
が

流
行
し
た
江
戸
時
代
に
想
像
さ
れ
た
怪
異
や
妖
怪
を

描
い
た
瓦
版
や
錦
絵
に
関
す
る
考
察
で
あ
る
。
コ
レ

ラ
流
行
時
に
う
わ
さ
さ
れ
た
「
ヲ
サ
キ
狐
」
を
描
い

た
瓦
版
で
は
外
国
か
ら
や
っ
て
き
た
疫
病
で
あ
る
コ

レ
ラ
の
恐
怖
を
煽
り
、
ア
マ
ビ
エ
や
ア
マ
ビ
コ
、
神

田
明
神
社
使
い
の
童
子
と
い
っ
た
予
言
獣
が
描
か
れ

た
瓦
版
は
そ
れ
を
打
ち
払
う
護
符
と
し
て
流
行
し

た
。
ま
た
、
麻
疹
が
流
行
す
る
と
、
今
度
は
「
疱
瘡

神
」
が
恐
れ
る
と
さ
れ
る
朱
色
を
基
調
と
し
た
錦
絵

が
登
場
し
、
こ
れ
ま
た
護
符
と
し
て
の
役
割
を
見
せ

た
と
し
て
い
る
。
事
件
や
災
厄
を
報
じ
る
ニ
ュ
ー
ス

媒
体
で
あ
る
瓦
版
や
大
衆
が
楽
し
む
た
め
に
描
か
れ

た
錦
絵
が
信
仰
の
対
象
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
二
章
（
香
川
雅
信
）
で
は
、
江
戸
時
代
に
お
け

る
疱
瘡
の
流
行
に
関
し
て
、
人
々
が
疱
瘡
に
ど
の
よ

う
な
対
応
を
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し

て
い
る
。
江
戸
時
代
で
は
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
と
い
っ

た
娯
楽
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
娯
楽
は
疱
瘡
へ

の
対
応
に
も
使
わ
れ
た
と
し
て
い
る
。
疱
瘡
は
、
子

ど
も
の
頃
に
か
か
る
通
過
儀
礼
的
な
も
の
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
た
と
し
、
病
気
の
療
養
中
に
遊
べ
る
よ

う
な
趣
向
が
錦
絵
に
施
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
例
え

ば
、
疱
瘡
の
見
舞
い
品
と
し
て
流
行
し
た
疱
瘡
絵
や

疱
瘡
絵
本
と
い
っ
た
も
の
に
は
、
昔
話
の
主
人
公
が

描
か
れ
て
い
る
な
ど
、
疱
瘡
に
か
か
っ
た
子
ど
も
の

退
屈
し
の
ぎ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
の
指

摘
が
あ
る
。

第
四
章
（
高
橋
敏
）
で
は
、「
今
現
実
に
新
型
コ

ロ
ナ
と
の
悪
戦
苦
闘
が
つ
づ
く
中
、
か
つ
て
の
人
々

の
苦
闘
の
歴
史
の
一
局
面
を
繙
い
て
み
る
こ
と
に
、

目
下
の
閉
塞
状
況
を
考
察
す
る
上
で
ひ
と
つ
の
ヒ
ン

ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
幕
末
に
コ
レ
ラ
が
大
流
行
し
た
際
の
危

機
的
状
況
と
、
コ
レ
ラ
に
対
す
る
人
々
の
対
応
に
つ

い
て
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
コ
レ
ラ
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
よ
う
に
突
如
と
し
て
出
て
き
た
病
気
で

あ
り
、
感
染
し
て
し
ま
え
ば
即
死
と
さ
れ
た
。
本
章

で
は
、
そ
う
し
た
死
へ
の
不
安
意
識
か
ら
大
衆
文
化

の
中
か
ら
様
々
な
信
仰
が
生
ま
れ
た
。
ま
た
、
コ
レ

ラ
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
か

ら
「
ア
メ
リ
カ
狐
」
の
う
わ
さ
が
流
れ
た
。
た
だ
し
、

そ
う
し
た
も
の
を
不
安
視
す
る
一
方
で
コ
レ
ラ
の
恐

怖
を
逆
手
に
と
っ
て
笑
い
に
変
え
る
者
も
い
た
こ
と

が
本
章
で
見
ら
れ
た
。

第
五
章
（
高
岡
弘
幸
）
は
、「
疫
病
送
り
」
と
い
っ

た
習
俗
に
関
す
る
考
察
を
落
語
の
「
風
の
神
送
り
」

を
参
考
に
考
察
し
て
い
る
。
内
容
と
し
て
は
、
あ
る

町
内
で
悪
い
風
邪
が
流
行
っ
て
い
る
の
で
、「
風
の

神
送
り
」
と
い
う
儀
礼
を
行
う
こ
と
に
決
め
、
祭
壇

を
作
り
、
風
の
神
に
見
立
て
た
人
形
を
担
い
で
川
へ

捨
て
て
、
風
の
神
を
町
内
か
ら
追
い
出
す
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
本
章
で
は
、「
風
の
神
送
り
」
を
儀
礼

や
娯
楽
と
し
て
披
露
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
疫
病
が
流

行
し
た
際
の
お
金
稼
ぎ
を
す
る
人
々
が
い
た
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。

第
七
章
（
横
山
泰
子
）
は
、『
半
七
捕
物
帳
』
の

作
者
で
あ
る
岡
本
綺
堂
の
日
記
に
焦
点
を
当
て
、
庶

民
の
疫
病
感
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
綺

堂
は
、
疫
病
に
関
す
る
作
品
を
数
多
く
執
筆
し
て
い

る
だ
け
で
は
な
く
、
自
身
も
病
気
が
ち
だ
っ
た
こ
と

か
ら
、
日
記
に
も
自
分
や
家
族
の
病
気
に
関
す
る
記
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録
を
頻
繁
に
つ
け
て
い
た
と
い
う
。
綺
堂
の
日
記
は
、

昔
の
人
が
病
気
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
処
を
し
て

き
た
の
か
が
わ
か
る
と
し
て
い
る
。
本
章
で
は
、
特

に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
コ
レ
ラ
を
扱
っ
た
も
の
を
取

り
上
げ
て
い
る
。

第
八
章
（
香
西
豊
子
）
は
、「
衛
生
」
を
テ
ー
マ

に
明
治
時
代
に
制
作
さ
れ
た
三
点
の
絵
双
六
（
本
章

で
は
衛
生
双
六
）
か
ら
そ
の
様
相
を
探
る
こ
と
が
目

的
だ
と
し
て
い
る
。「
伝
染
病
」
と
い
う
人
々
を
不

安
に
さ
せ
た
疫
病
が
衛
生
双
六
と
い
う
遊
戯
性
の
あ

る
も
の
の
中
で
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
の
か
と

言
う
こ
と
を
考
察
し
て
い
る
。

感
染
症
と
同
様
に
、
近
年
で
は
地
震
や
大
雨
に
よ

る
被
害
も
頻
発
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
災
害

は
現
代
に
お
い
て
も
正
確
に
予
測
で
き
な
い
状
態
で

あ
り
、
震
災
直
後
に
は
様
々
な
う
わ
さ
が
飛
び
交
い

多
く
の
人
々
が
翻
弄
さ
れ
る
。
近
年
に
お
い
て
、
そ

う
し
た
災
害
が
起
こ
っ
た
際
に
大
衆
文
化
の
中
で
ど

の
よ
う
な
対
処
を
し
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、

第
三
章
、
第
六
章
、
第
九
章
で
考
察
し
て
い
る
。

第
三
章
（
小
松
和
彦
）
で
は
、
江
戸
時
代
に
発
生

し
た
大
地
震
の
際
に
流
行
し
た
「
鯰
絵
」
に
関
す
る

考
察
で
あ
る
。「
鯰
絵
」
は
、
大
地
震
が
発
生
し
た

直
後
か
ら
様
々
な
絵
師
に
よ
っ
て
大
量
に
描
か
れ
、

人
気
を
博
し
た
。
そ
れ
は
、
地
震
直
後
の
凄
惨
な
様

子
や
人
々
の
生
活
を
伝
え
る
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
の
役

割
か
ら
、
災
害
時
の
大
衆
文
化
を
伝
え
る
史
料
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
本
章
か
ら
わ
か
る
。

第
六
章
（
齊
藤
純
）
で
は
、
大
雨
・
洪
水
な
ど
の

災
害
の
後
に
で
き
た
「
穴
」
に
関
す
る
考
察
で
あ
る
。

近
年
、
集
中
豪
雨
に
よ
っ
て
各
地
で
様
々
な
被
害
が

出
て
い
る
が
、
昔
か
ら
大
雨
・
洪
水
は
甚
大
な
被
害

が
出
て
い
た
。
そ
う
し
た
被
害
は
大
蛇
が
海
に
抜
け

る
こ
と
で
洪
水
が
起
こ
る
と
い
う
「
蛇
抜
け
」
と
い

う
信
仰
が
あ
り
、
本
章
で
は
、
大
蛇
が
引
き
起
こ
す

洪
水
伝
承
の
規
模
を
狭
く
し
た
「
法
螺
抜
け
」
と
い

う
現
象
を
注
目
し
て
い
る
。

第
九
章
（
川
村
清
志
）
で
は
、
東
日
本
大
震
災
の

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
（
記
念
碑
）
に
関
す
る
考
察
で
あ
る
。

本
章
で
は
、
執
筆
者
で
あ
る
川
村
が
宮
城
県
気
仙
沼

市
へ
調
査
に
赴
き
、
東
日
本
大
震
災
後
の
モ
ニ
ュ
メ

ン
ト
の
生
成
過
程
を
調
査
し
、「
制
度
や
全
体
化
に

正
面
か
ら
抗
う
の
で
は
な
く
、
公
的
な
権
力
的
布
置

が
も
た
ら
し
た
制
度
や
環
境
も
取
り
込
み
つ
つ
、
個

別
の
実
践
と
記
憶
を
担
保
し
う
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の

可
能
性
に
つ
い
て
検
証
し
た
」
と
し
て
い
る
。

最
後
に
、
伊
藤
慎
吾
に
よ
る
「
研
究
ノ
ー
ト　
火

事
・
戯
文
・
人
名
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
江
戸
は

火
事
が
頻
繁
に
起
こ
る
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

火
事
に
関
す
る
大
衆
文
化
も
多
く
作
ら
れ
た
。
本
章

で
は
、
一
八
二
九
（
文
政
十
二
）
年
に
、
実
際
に
神

田
佐
久
間
町
で
起
こ
っ
た
火
事
を
ふ
ま
え
て
、『
仮

名
手
本
忠
臣
蔵
』
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
戯
文
『
火
難

出
本
焼
進
蔵
』
を
取
り
上
げ
、『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』

と
『
火
難
出
本
焼
進
蔵
』
の
比
較
を
中
心
に
、「
と

り
わ
け
人
名
に
注
目
し
、
擬
人
物
の
系
譜
の
中
で
の

歴
史
的
意
義
」
に
関
す
る
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

本
書
は
、
冒
頭
で
「
災
害
が
も
た
ら
す
災
厄
・
災

害
に
対
し
て
人
々
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
て
き
た

の
か
を
、「
大
衆
文
化
」
に
焦
点
を
当
て
て
探
る
」

と
あ
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
か
ら
か
、

本
書
で
取
り
扱
っ
て
い
る
内
容
は
疫
病
に
関
す
る
事

柄
に
若
干
偏
り
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
疫
病
の
流
行

や
、
近
年
、
頻
発
し
て
い
る
地
震
な
ど
の
災
害
に
お

い
て
、
不
安
を
煽
る
よ
う
な
う
わ
さ
が
多
く
出
回
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
時
代
も
変
わ
ら
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
大
衆
文
化
の
中
に
は
た
だ
恐

怖
が
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ

を
打
ち
払
お
う
と
す
る
信
仰
や
楽
し
む
た
め
の
芸

術
・
娯
楽
も
生
ま
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
コ
ロ
ナ
禍

に
お
け
る
大
衆
文
化
と
い
う
も
の
を
改
め
て
考
え
直

し
た
い
と
思
え
る
一
冊
で
あ
る
。

（
川
島
理
想
）

（
二
〇
二
一
年
七
月
／
本
体
二
五
〇
〇
円
）
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日
本
災
い
伝
承
譚

大
島
廣
志
編

ア
ー
ツ
ア
ン
ド
ク
ラ
フ
ツ
刊

自
然
災
害
の
脅
威
に
晒
さ
れ
る
頻
度
が
高
ま
る
昨

今
、
殊
に
二
〇
二
〇
年
か
ら
全
世
界
で
爆
発
的
感
染

を
起
こ
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
（CO

V
ID

―
19
）
は
、
実

感
を
伴
い
な
が
ら
今
ま
で
人
類
が
体
験
し
た
疫
病
を

振
り
返
る
機
会
と
な
っ
て
い
る
。
過
去
の
知
識
と
し

て
捉
え
て
い
た
出
来
事
や
情
報
が
〈
明
日
は
我
が
身
〉

に
な
り
、
自
然
災
害
史
が
再
注
目
さ
れ
る
中
、
過
去

の
生
活
者
の
心
情
が
教
訓
や
知
恵
と
し
て
再
生
さ
れ

た
物
語
は
、
我
々
の
共
有
財
産
と
い
え
る
。
本
書
は
、

【
疫
病
／
地
震
／
津
波
／
噴
火
／
雷
／
洪
水
／
飢
饉
】

を
テ
ー
マ
に
、
全
国
の
口
承
資
料
か
ら
網
羅
的
に
各

話
完
結
す
る
形
で
八
八
話
を
紹
介
す
る
。
地
域
ご
と

に
俯
瞰
で
き
る
資
料
集
で
あ
り
、
解
説
書
で
あ
る
。

各
伝
承
は
、
体
験
か
ら
得
た
創
造
物
と
し
て
多
彩

で
あ
り
つ
つ
、
危
機
管
理
に
向
け
た
記
憶
保
存
で
あ

る
と
理
解
で
き
る
。
語
り
に
垣
間
見
え
る
民
間
信
仰

や
心
意
に
、
自
然
と
の
共
存
を
図
ろ
う
と
す
る
人
間

の
生
に
対
す
る
執
着
が
窺
え
、
紡
が
れ
た
物
語
が
歴

史
の
重
み
を
表
し
て
い
る
と
実
感
す
る
。
本
書
を
手

に
旅
に
出
る
こ
と
を
勧
め
た
い
。
現
場
に
立
つ
こ
と

で
、
改
め
て
各
話
の
息
吹
を
感
じ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

（
内
藤
浩
誉
）

（
二
〇
二
一
年
四
月
／
本
体
一
八
〇
〇
円
）

ヌ
シ―

神
か
妖
怪
か
―

伊
藤
龍
平
著

笠
間
書
院
刊

本
書
は
書
き
下
ろ
し
で
、
多
様
な
ヌ
シ
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
。
著
者
の
伊
藤
龍
平
は
『
日
本
怪
異
妖

怪
事
典
』（
東
京
堂
出
版
二
〇
一
三
）
で
も
「
ぬ
し
」

を
執
筆
、
本
書
の
萌
芽
が
伺
え
る
。
本
書
で
は
条
件

と
し
て
①
ひ
と
つ
所
に
長
く
棲
ん
で
い
る
こ
と
。
②

棲
み
か
で
あ
る
場
所
が
、
淀
ん
で
い
る
こ
と
③
そ
の

場
所
か
ら
、
離
れ
よ
う
と
し
な
い
こ
と
。
④
身
体
的

な
特
徴
が
あ
る
こ
と
。
⑤
尋
常
な
ら
ざ
る
能
力
を

持
っ
て
い
る
こ
と
、
を
挙
げ
る
。「
職
員
室
の
ヌ
シ
」

な
ど
俗
語
で
も
使
う
が
、
こ
う
し
た
日
常
語
を
学
術

用
語
に
す
る
試
み
と
い
え
よ
う
。
こ
の
条
件
④
は

「
巨
体
に
な
っ
た
生
物
の
事
」
の
よ
う
に
も
読
め
た

が
、
巨
体
に
限
ら
ず
「
異
形
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

先
人
、
南
方
熊
楠
も
「
人
柱
の
話
」
の
中
で
ヌ
シ
に

つ
い
て
言
及
し
て
お
り
、
オ
サ
カ
ベ
や
ザ
シ
キ
ワ
ラ

シ
と
い
っ
た
も
の
を
ヌ
シ
と
し
て
い
る
が
、
本
書
は

古
民
家
や
古
城
を
序
か
ら
触
れ
つ
つ
も
、
そ
こ
へ
の

言
及
は
控
え
め
で
あ
っ
た
。
一
方
、
牛
に
対
し
馬
が

ヌ
シ
に
な
ら
な
い
の
は
供
物
の
た
め
と
の
指
摘
は
面

白
く
、
古
城
な
ど
も
含
め
国
際
的
な
比
較
も
待
た
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
（
永
島
大
輝
）

 

（
二
〇
二
一
年
八
月
／
本
体
一
六
〇
〇
円
）

日
本
俗
信
辞
典　

衣
裳
編

常
光
徹
著

K
A
D
O
K
A
W
A
刊
（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）

本
書
は
長
く
待
ち
望
ま
れ
た
続
編
で
あ
る
。
初
発

は
鈴
木
棠
三
『
日
本
俗
信
辞
典
』
動
植
物
編
（
角
川

書
店
、
一
九
八
二
。
の
ち
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二

〇
二
〇
）
だ
。
同
書
は
鈴
木
の
指
揮
の
も
と
、
本
書

の
著
者
・
常
光
氏
ら
当
時
の
若
手
研
究
者
ら
が
民
俗

誌
や
都
道
府
県
・
市
町
村
史
の
事
例
を
カ
ー
ド
化
し

て
編
纂
さ
れ
、
散
発
的
に
報
告
さ
れ
が
ち
な
俗
信
を

網
羅
し
た
事
例
索
引
と
し
て
俗
信
研
究
の
指
標
と

な
っ
た
画
期
的
な
成
果
で
あ
っ
た
。
同
書
が
動
植
物

編
の
み
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
以
前
常
光
氏
に

「
鈴
木
先
生
は
物
品
編
を
構
想
し
て
い
た
が
、
叶
わ

な
か
っ
た
」
と
お
教
え
い
た
だ
い
た
記
憶
が
あ
る
。

先
学
の
志
を
継
ぎ
、
約
四
〇
年
越
し
の
続
編
と
し

て
身
に
着
け
る
物
品
の
俗
信
を
網
羅
す
る
辞
典
と

な
っ
て
い
る
。
多
く
は
か
つ
て
の
民
俗
社
会
の
衣
装

に
ま
つ
わ
る
俗
信
が
で
あ
る
が
、
タ
オ
ル
や
ハ
ン
カ

チ
、
リ
ボ
ン
な
ど
近
代
以
降
の
衣
装
を
立
項
し
て
い

る
点
に
、
現
代
の
民
俗
文
化
へ
の
接
続
が
見
て
取
れ

る
。
物
品
の
俗
信
は
、
物
品
の
多
様
化
に
従
っ
て
増

え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
車
や
Ｐ
Ｃ
や
ス
マ
ホ
等
の

俗
信
ま
で
目
配
り
し
た
俗
信
辞
典
物
品
編
の
編
纂
は
、

後
進
の
学
徒
の
義
務
と
な
る
だ
ろ
う
。 

（
飯
倉
義
之
）

（
二
〇
二
一
年
七
月
／
本
体
一
〇
四
〇
円
）
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新 

刊 

紹 

介

「
海
の
民
」
の
日
本
神
話

―
古
代
ヤ
ポ
ネ
シ
ア
表
通
り
を
ゆ
く
―

三
浦
佑
之
著

新
潮
社
刊

島
尾
敏
雄
の
造
語
「
ヤ
ポ
ネ
シ
ア
」
の
視
点
を
活

か
し
、
日
本
海
を
中
に
お
い
て
大
陸
と
向
き
合
う
律

令
以
前
の
列
島
の
姿
を
描
く
。
現
実
の
目
で
は
見
る

こ
と
の
で
き
な
い
は
る
か
か
な
た
の
土
地
が
神
話
に

お
い
て
ひ
き
寄
せ
ら
れ
る
の
は
、
海
の
民
の
広
域

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
存
在
し
た
か
ら
だ
。
筑
紫
か
ら
高

志
の
海
沿
い
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
諏
訪
ま
で
を
女

神
ヌ
ナ
ガ
ワ
ヒ
メ
に
よ
っ
て
つ
な
ぐ
。
地
形
、
今
日

の
神
社
、
古
墳
や
出
土
品
も
手
が
か
り
に
、
ヤ
マ
ト

を
中
心
と
し
た
支
配
機
構
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と

を
目
指
す
。

『
古
事
記
』『
風
土
記
』
の
伝
承
を
細
か
く
読
み
な

が
ら
、
時
に
は
史
学
の
見
解
を
乗
り
越
え
、
海
の
民

の
交
流
を
考
察
す
る
。
そ
れ
は
三
浦
の
紡
ぐ
と
こ
ろ

の
、
翡
翠
を
媒
と
す
る
「
海
上
の
道
」
で
あ
る
。

高
天
原
か
ら
降
臨
す
る
「
垂
直
的
世
界
観
」
と
、

ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
と
母
神
カ
ム
ム
ス
ヒ
の
伝
承
に
代
表

さ
れ
る
「
古
層
の
縄
文
人
や
海
民
な
ど
」
の
「
水
平

的
世
界
観
」
と
の
、
混
血
の
結
果
と
し
て
の
「
日
本
」

を
、『
古
事
記
』
を
旅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

す
る
。

（
野
村
典
彦
）

（
二
〇
二
一
年
九
月
／
本
体
一
四
五
〇
円
）

徐
福
伝
説
と
民
俗
文
化

―
地
域
か
ら
東
ア
ジ
ア
と
の
交
流
を
探
る
―

華
雪
梅
著

風
響
社
刊

徐
福
と
は
、
秦
始
皇
帝
の
命
を
受
け
不
死
薬
を
求

め
て
東
海
に
船
出
し
た
方
士
（
仙
術
士
）
で
あ
る
。

徐
福
の
出
発
か
ら
渡
来
、
辿
り
着
い
た
先
で
な
に
を

し
た
か
、
中
国
・
韓
国
・
日
本
に
は
徐
福
を
め
ぐ
る

さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
が
あ
り
、
長
く
書
き
継
が
れ
、
語

り
継
が
れ
て
き
た
。
現
在
も
徐
福
伝
説
は
伝
承
地
で

生
か
さ
れ
、
東
ア
ジ
ア
で
交
流
を
展
開
し
て
い
る
。

本
書
は
中
国
留
学
生
の
著
者
が
日
本
の
徐
福
伝
説

を
知
る
た
め
、
多
く
の
伝
承
地
か
ら
青
森
県
中
泊
町
、

和
歌
山
県
新
宮
市
、
佐
賀
県
佐
賀
市
を
選
び
、
徐
福

伝
承
地
に
関
わ
る
祭
り
の
い
ま
を
中
心
に
、
詳
細
な

調
査
を
お
こ
な
っ
た
。
徐
福
伝
説
研
究
で
は
、
こ
う

し
た
調
査
記
録
が
充
実
し
て
お
ら
ず
、
大
き
な
成
果

と
な
っ
た
。

今
回
資
料
と
し
て
収
め
ら
れ
た
新
宮
市
の
徐
福
顕

彰
史
と
も
言
え
る
「
熊
野
徐
福
万
燈
祭
の
歴
史
と
発

展
一
覧
表
」
も
、
そ
の
成
果
と
い
え
る
。
こ
れ
ま
で

公
開
を
不
可
と
し
て
き
た
新
宮
市
も
、
既
に
歴
史
に

な
っ
て
い
る
と
掲
載
を
許
さ
れ
た
よ
う
だ
。
著
者
は

中
国
で
さ
ら
に
調
査
を
進
め
て
い
る
と
い
う
。
そ
の

成
果
に
も
期
待
し
た
い
。

 

（
逵
志
保
）

 

（
二
〇
二
一
年
三
月
／
本
体
三
〇
〇
〇
円
）

物
語
の
近
代

―
王
朝
か
ら
帝
国
へ
―

兵
藤
裕
己
著

岩
波
書
店
刊

遠
近
法
の
座
標
軸
に
「
自
分
」
を
位
置
づ
け
る
近

代
的
自
我
に
よ
る
近
代
の
小
説
作
法
の
限
界
を
宣
言

し
、
伝
承
と
し
て
集
合
化
さ
れ
た
記
憶
で
あ
る
と
こ

ろ
の
物
語
、
こ
と
ば
の
多
義
性
、
隠
喩
的
不
透
明
性

を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
。

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
や
泉
鏡
花
の
前
近
代
に

連
な
る
「
語
り
」「
文
体
」。『
平
家
物
語
』
や
浪
花

節
を
通
じ
て
問
わ
れ
る
声
、
身
体
。
近
代
を
形
成
し

た
物
語
に
あ
ら
が
お
う
と
す
る
「
も
の
」
の
ざ
わ
め

き
。
近
代
を
批
判
す
る
視
線
は
、
戦
後
の
進
歩
・
発

展
史
観
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
古
代
・
中
世
文
学
研

究
に
及
ぶ
。
西
郷
信
綱
ら
の
「
も
の
が
た
り
（
物
語
）

理
解
」
を
「
近
代
的
な
文
学
観
念
」
に
よ
る
誤
解
と

し
、
誤
解
の
出
発
点
に
柳
田
國
男
の
昔
話
論
を
置
く
。

盲
僧
（
座
頭
）
琵
琶
の
語
り
を
聞
き
重
ね
た
著
者

は
、
土
地
の
方
言
で
日
常
会
話
を
す
る
演
者
が
物
語

を
演
唱
す
る
こ
と
ば
を
別
に
持
つ
こ
と
を
知
っ
て
い

る
。「
自
分
の
こ
と
ば
」
で
「
自
分
の
考
え
」
を
表

現
す
る
近
代
人
の
感
覚
で
物
語
を
理
解
す
る
こ
と
、

前
近
代
の
声
の
重
層
を
忘
れ
「
自
分
」
が
「
声
に
出

し
て
読
み
た
い
」
と
捉
え
る
こ
と
に
警
告
を
与
え
る
。

 

（
野
村
典
彦
）

 

（
二
〇
二
〇
年
一
一
月
／
本
体
二
八
〇
〇
円
）
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新 

刊 

紹 

介

昔
話
の
研
究
と
継
承

―
小
澤
俊
夫
先
生
卒
寿
記
念
論
文
集
―

小
澤
俊
夫
先
生
卒
寿
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編

小
澤
昔
ば
な
し
研
究
所
刊

本
書
は
二
部
構
成
か
ら
な
る
。
第
一
部　
論
文
編

で
は
、
ま
ず
『
国
際
昔
話
話
型
カ
タ
ロ
グ
』
の
ハ
ン

ス
＝
イ
ェ
ル
ク
・
ウ
タ
―
が
「
が
ち
ょ
う
番
の
娘
」

を
、
そ
し
て
グ
リ
ム
兄
弟
協
会
総
支
配
人
の
ベ
ル
ン

ハ
ル
ト
・
ラ
ウ
ア
ー
が
ア
ン
デ
ル
セ
ン
と
の
比
較
を

論
じ
て
い
る
。
続
い
て
、
間
宮
史
子
「
グ
リ
ム
童
話

の
テ
ク
ス
ト
変
遷
」、
加
藤
耕
義
「「
天
道
さ
ん
金
の

鎖
」
と
「
オ
オ
カ
ミ
と
七
匹
の
子
ヤ
ギ
」「
赤
頭
巾
」

「
魔
女
と
漁
師
の
少
年
」」、
小
林
将
輝
「
グ
リ
ム
兄

弟
の
ラ
イ
ヒ
ャ
ル
ト
と
そ
の
家
族
と
の
交
流
に
つ
い

て
」、
柗
村
裕
子
「
ち
り
め
ん
本
「
日
本
昔
噺
」
シ

リ
ー
ズ
と
『
燕
石
雑
志
』」、
高
橋
尚
子
「
昔
話
と
創

作
文
学
」
と
い
う
幅
広
く
興
味
深
い
論
稿
が
所
収
さ

れ
て
い
る
。
第
二
部　

昔
ば
な
し
大
学
編
は
、

一
九
九
二
年
よ
り
各
地
で
小
澤
先
生
主
宰
の
昔
ば
な

し
大
学
に
つ
い
て
。
北
海
道
の
旭
川
で
の
設
立
や
、

沖
縄
昔
ば
な
し
大
学
再
話
研
究
会
の
活
動
に
つ
い

て
、
和
歌
山
か
ら
は
地
元
の
昔
話
の
再
話
化
、
浜
松

の
保
育
園
の
語
り
な
ど
各
地
か
ら
の
報
告
を
、
成
田

裕
美
子
、
田
名
洋
子
、
額
田
美
那
子
、
山
路
幸
子
、

阿
部
眞
弓
が
取
り
上
げ
紹
介
し
て
い
る
。（

久
保
華
誉
）

（
二
〇
二
一
年
三
月
／
本
体
一
八
七
〇
円
）

沼
田
武
男
「
採
訪
帖
」

―
ア
イ
ヌ
語
十
勝
方
言
テ
キ
ス
ト
集
―

千
葉
大
学
ア
イ
ヌ
語
研
究
会
編

千
葉
大
学
文
学
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
言
語
文
化
論
講
座
刊

沼
田
武
男
（
一
九
一
四
―
一
九
五
七
）
は
市
井
の

研
究
者
。
著
作
物
は
な
い
が
、
地
元
で
あ
る
十
勝
地

方
で
民
俗
調
査
な
ど
を
多
く
行
っ
た
。
そ
の
記
録
は

現
在
、
帯
広
市
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
彼
の

手
に
よ
る
ア
イ
ヌ
語
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
は
高
い
言
語

学
的
な
素
養
が
あ
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
。

調
査
記
録
の
な
か
で
も
特
に
「
採
訪
帖
」
と
題
さ

れ
た
一
八
冊
の
ノ
ー
ト
に
は
、
ア
イ
ヌ
の
民
俗
的
な

聞
き
取
り
が
多
く
、
そ
の
な
か
に
は
ア
イ
ヌ
語
に
よ

る
物
語
一
五
編
が
筆
録
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
こ

の
物
語
を
翻
刻
し
て
、
ア
イ
ヌ
語
の
現
代
表
記
と
日

本
語
訳
、
注
釈
を
付
け
た
テ
キ
ス
ト
集
で
あ
る
。
沼

田
に
よ
る
欄
外
の
メ
モ
な
ど
も
含
め
て
丁
寧
に
書
き

起
こ
さ
れ
た
労
作
だ
。

現
在
知
ら
れ
て
い
る
ア
イ
ヌ
口
承
文
芸
の
記
録
は

地
域
に
よ
っ
て
量
に
差
が
あ
り
、
十
勝
地
方
の
も
の

は
相
対
的
に
少
な
い
。
特
に
本
書
に
収
め
ら
れ
た
昭

和
二
〇
〜
三
〇
年
代
の
テ
キ
ス
ト
は
ほ
と
ん
ど
知
ら

れ
て
お
ら
ず
、
他
に
類
を
見
な
い
。
資
料
的
価
値
が

あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
ア
イ
ヌ
語
・
ア
イ
ヌ
文
化
の

振
興
に
と
っ
て
も
意
義
深
い
記
録
が
刊
行
さ
れ
た
。

（
遠
藤
志
保
）

（
二
〇
二
一
年
三
月
／
非
売
品
）

新
潟
県
旧
中
頸
城
郡
板
倉
町〈
口
承
〉
民
俗
誌

―
関
田
山
脈
北
麓
山
寺
三
千
坊
の
地
―

國
學
院
大
學
説
話
研
究
会
調
査
（
一
九
九
〇
年
度
）

高
塚
さ
よ
り
編
・
刊

本
書
は
、
國
學
院
大
學
説
話
研
究
会
が
一
九
九
〇

年
に
書
名
の
地
域
で
聴
い
た
話
を
、
新
た
に
編
集
し

た
〈
口
承
〉
民
俗
誌
で
あ
る
。
編
者
自
身
が
聴
い
た

〈
話
〉
と
と
も
に
、
そ
の
他
に
聴
い
た
こ
と
（
編
者

以
外
の
調
査
者
が
聴
い
た
話
も
含
む
）
は
「
聴
き
書

き
の
場
と
話
者
」
一
覧
表
に
収
め
ら
れ
た
。

〈
話
〉
は
聴
き
書
き
の
場
の
話
の
流
れ
が
わ
か
る

よ
う
、
次
に
ど
の
〈
話
〉
に
続
く
の
か
が
指
示
さ
れ

て
い
る
。
指
示
に
従
い
ペ
ー
ジ
を
進
め
る
。〈
話
〉

の
途
中
で
、
話
者
は
聞
き
手
に
梨
や
モ
ロ
コ
シ
を
勧

め
て
く
る
。
途
中
で
テ
ー
プ
が
切
れ
る
。
そ
れ
ら
を

省
略
す
る
こ
と
な
く
、
つ
ぶ
さ
に
記
し
た
こ
と
で
、

聴
き
書
き
の
場
の
息
づ
き
に
も
気
付
か
さ
れ
た
。
編

者
が
本
書
を
こ
の
地
域
の
昔
話
集
と
は
せ
ず
に
、

〈
口
承
〉
民
俗
誌
と
し
た
意
図
は
こ
こ
に
あ
る
の
だ

ろ
う
。

三
十
年
前
の
聴
き
書
き
か
ら
は
、
当
時
の
暮
ら
し

や
人
と
の
関
わ
り
方
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
地
域
は

そ
の
後
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
現

在
の
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
期
待
し
た
い
。

 

（
逵 

志
保
）

 

（
二
〇
二
一
年
三
月
／
自
刊
）


