
94

◆ キーワード　平田篤胤／柳田国男／怪談／オーラルな場／民間学

平
田
篤
胤
か
ら
柳
田
国
男
へ

問
い
を
共
有
す
る
オ
ー
ラ
ル
な
場
と
民
間
学

矢 

野　

敬 

一

は
じ
め
に

平
田
篤
胤
と
柳
田
国
男
と
い
う
二
人
の
学
問
に
あ
る
種
の
共
通
性
を
見

出
し
た
の
は
、
折
口
信
夫
で
あ
っ
た
〔
折
口　

一
九
九
六
〕。
篤
胤
と
い
え

ば
国
粋
主
義
の
権
化
と
受
け
取
ら
れ
た
戦
後
ほ
ど
な
い
一
九
四
六
年
時
点

で
の
折
口
の
評
価
は
当
時
、
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

だ
が
、
そ
の
位
置
づ
け
を
踏
ま
え
、「
狂
信
的
国
粋
主
義
者
」
と
い
う
篤
胤

像
を
大
き
く
転
換
さ
せ
た
の
が
、
相
良
亨
で
あ
る
。
相
良
は
篤
胤
の
思
想

で
取
り
上
げ
る
べ
き
は
民
俗
学
と
の
つ
な
が
り
だ
と
し
、「
篤
胤
が
非
常
に

は
っ
き
り
と
、
民
間
の
信
仰
そ
れ
自
体
を
対
象
に
し
た
と
い
う
側
面
が
注

目
さ
れ
る
の
で
あ
る
」〔
相
良　

一
九
七
二　

九
〕
と
、
国
粋
主
義
的
観
点

と
は
全
く
異
な
る
視
点
か
ら
篤
胤
を
再
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
こ
こ
で
の
民
間
の
信
仰
と
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
死

後
の
他
界
観
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
平
田
篤
胤
と
柳
田
国
男
と
の
接
点

を
そ
こ
に
見
出
す
見
解
は
、
現
在
ひ
ろ
く
共
有
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
篤
胤

と
柳
田
の
他
界
観
で
い
え
ば
、
両
者
に
は
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
こ
と
も

見
落
と
し
て
は
な
る
ま
い
。
一
言
で
い
え
ば
『
古
事
記
』
へ
の
ス
タ
ン
ス

の
違
い
、
と
な
ろ
う
。
師
と
仰
い
だ
本
居
宣
長
同
様
、『
古
事
記
』
の
探
求

を
み
ず
か
ら
の
学
の
柱
と
し
た
篤
胤
に
対
し
、
柳
田
は
逆
に
そ
の
著
作
で

真
正
面
か
ら
論
じ
る
こ
と
は
な
い
。
後
に
自
ら
の
学
を
一
時
的
に
で
は
あ

れ
「
新
国
学
」
と
呼
ん
だ
こ
と
か
ら
、
柳
田
と
国
学
と
の
連
続
性
が
前
提

と
さ
れ
る
こ
と
は
多
い
。
だ
が
こ
の
両
者
の
違
い
に
こ
そ
、
こ
こ
で
は
目

を
向
け
よ
う
。

本
稿
で
は
篤
胤
と
柳
田
双
方
に
つ
い
て
こ
う
し
た
他
界
観
の
共
有
あ
る

い
は
国
学
と
し
て
の
連
続
性
で
は
な
く
、む
し
ろ
両
者
が
日
常
の
中
で
オ
ー

ラ
ル
な
場
を
重
視
し
、
問
い
を
共
有
し
て
い
こ
う
と
す
る
、
そ
の
志
向
性

に
お
い
て
こ
そ
共
通
し
て
い
る
、
と
い
う
点
を
指
摘
し
た
い
。
オ
ー
ラ
ル

な
場
を
重
視
す
る
柳
田
の
学
問
が
近
代
に
お
い
て
帯
び
て
い
た
民
間
学
と

し
て
の
性
格
は
〔
鹿
野　

一
九
八
三
〕、
む
し
ろ
篤
胤
に
そ
の
先
駆
的
形
態

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
の
結
論
を
先
取
り
す
れ

ば
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
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一　
平
田
篤
胤
と
柳
田
国
男
の
他
界
観

「
現
世
と
へ
だ
た
っ
た
幽
冥
的
世
界
へ
の
関
心
が
、
学
問
的
探
求
の
動
機
と

な
っ
た
り
、
思
想
形
成
の
契
機
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
篤
胤
が
師
と
し

て
い
る
本
居
宣
長
に
は
ま
っ
た
く
な
い
」〔
子
安　

二
〇
〇
一　

一
四
七
〕
と

子
安
宣
邦
は
指
摘
す
る
。
実
際
、
篤
胤
の
主
著
で
あ
る
『
霊た
ま
の
み
は
し
ら

能
真
柱
』
は
、

冒
頭
で
古
学
を
学
ぶ
も
の
は
第
一
に
大
和
心
を
固
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

の
た
め
に
は
何
よ
り
も
死
後
の
霊
が
鎮
ま
り
ゆ
く
行
方
を
知
る
こ
と
が
重
要

だ
と
、
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
〔
平
田　

一
九
七
七
a　

九
三
〕。
篤
胤
に

と
っ
て
他
界
観
の
究
明
が
、
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
が
う
か
が
え
よ
う
。

そ
し
て
こ
の
他
界
観
へ
の
関
心
こ
そ
が
、
柳
田
国
男
と
の
接
点
と
し
て
受

け
止
め
ら
れ
て
い
く
。
た
と
え
ば
櫻
井
徳
太
郎
の
見
解
は
、
端
的
に
そ
の
類

縁
性
に
ふ
れ
る
。
櫻
井
は
篤
胤
に
つ
い
て
「
死
後
霊
魂
の
行
方
を
、
仏
教
の

教
え
る
ご
と
く
に
途
方
も
な
い
永
遠
の
彼
方
に
想
定
す
る
の
で
は
な
く
、
顕

界
と
は
区
別
す
る
も
の
の
、
そ
れ
に
近
接
す
る
幽
冥
界
と
仮
想
す
る
な
ど
は
、

『
先
祖
の
話
』
に
説
く
死
霊
の
在
り
方
と
近
い
」〔
櫻
井　

一
九
八
九　

四
七
五
〕
と
述
べ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
論
文
の
初
出
は
一
九
七
五
年
だ
が
、

近
年
の
代
表
的
な
篤
胤
研
究
で
あ
る
中
川
和
明
の
『
平
田
国
学
の
史
的
研
究
』

で
も
柳
田
と
折
口
が
「
近
世
国
学
の
森
の
中
か
ら
平
田
派
の
幽
冥
論
を
積
極

的
に
継
承
し
て
い
っ
た
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
〔
中
川　

二
〇
一
二　

四
〇
七
〕。
他
界
観
へ
の
関
心
と
い
う
点
に
お
い
て
、
篤
胤
と
柳
田
は
同
一
線

上
に
あ
る
と
す
る
評
価
は
現
在
、
確
固
た
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

だ
が
他
界
観
の
探
求
と
い
う
一
点
に
お
い
て
両
者
は
相
通
じ
る
に
せ
よ
、

こ
こ
で
は
そ
の
違
い
に
こ
そ
目
を
向
け
た
い
。
違
い
の
最
た
る
点
は
、『
古
事

記
』
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
だ
。

そ
の
師
で
あ
る
と
し
た
本
居
宣
長
同
様
、
篤
胤
も
『
古
事
記
』
の
注
釈
に

は
並
々
な
ら
ぬ
力
を
注
ぐ
。
篤
胤
に
と
っ
て
『
古
事
記
』
は
「
た
だ
注
釈
学

的
な
対
象
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
此
の
世
に
存
在
す
る
も
の
の

意
味
と
、
あ
る
い
は
死
後
に
お
け
る
救
済
の
可
能
性
と
を
語
る
も
の
と
し
て

読
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」〔
子
安　

二
〇
〇
一　

一
二
〕
の
だ
。
た
と
え
ば

『
霊
能
真
柱
』
で
は
、
天あ
め

・
地つ
ち

・
泉よ
み

か
ら
構
成
さ
れ
る
世
界
が
、
ど
の
よ
う
に

生
成
し
て
き
た
の
か
が
、
原
初
の
段
階
か
ら
順
を
追
っ
て
全
十
図
で
示
さ
れ

る
。
第
一
図
で
は
虚
空
に
天
之
御
中
主
神
、
高
皇
産
霊
神
、
神
皇
産
霊
神
の

三
柱
の
神
が
示
さ
れ
て
お
り
以
下
、『
古
事
記
』
等
に
依
拠
し
な
が
ら
、
天
・

地
・
泉
か
ら
な
る
こ
の
世
界
に
至
る
過
程
が
説
か
れ
て
い
く
。

そ
こ
で
は
他
界
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
。
子
安
宣
邦
の
要

約
に
従
う
な
ら
ば
、
篤
胤
は
世
界
を
「
顕
事
」
と
「
幽
事
」
と
に
二
分
し
、

そ
れ
ぞ
れ
を
「
ア
ラ
ハ
ゴ
ト
」「
カ
ク
リ
ゴ
ト
」
と
呼
び
分
け
る
。
霊
魂
の

世
界
は
大
国
主
神
が
そ
の
主
で
あ
り
、
大
国
主
神
に
よ
る
幽
冥
界
の
支
配

と
、
死
後
に
霊
魂
が
大
国
主
の
も
と
に
お
も
む
き
、
そ
れ
に
服
し
、
そ
し

て
現
世
の
類
縁
者
に
幸
せ
を
も
た
ら
し
つ
つ
鎮
ま
る
魂
の
あ
り
方
を
「
幽

事
」
だ
と
と
ら
え
た
。『
霊
能
真
柱
』
で
論
じ
ら
れ
て
い
く
人
間
の
死
後
の

魂
の
鎮
ま
り
こ
そ
が
「
幽
事
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
〔
子
安　

二
〇
〇
一　

二
〇
三
〕。

篤
胤
は
い
ま
一
つ
の
主
著
で
あ
る
『
古
史
伝
』
に
お
い
て
も
、
同
様
の
他
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界
観
を
示
す
。

か
く
て
年と
し

老お
い

期と
き
い
た至り

て
死
れ
ば
、
形な
き
が
ら体

は
土
に
帰
り
、
其
霊た
ま
し
ひ性は

滅き
ゆ

る
こ
と
無
れ
ば
、
幽
冥
に
帰
お
も
むき

て
、
大
国
主
大
神
の
御み
を
さ
め治

に
従
ひ
、

其
御み
お
き
て令を

承
給
は
り
て
、
子う
み
の
こ孫

は
更
な
り
、
其
縁よ
し
みあ

る
人
々
を
も
、

天あ
ま
か
け翔り

守
る
、
是
ぞ
人
の
幽
事
に
て
、
産
霊
大
神
の
定
賜
ひ
、
大
国

主
神
の
掌し
り

給
ふ
道
〔
平
田　

一
九
七
七
b　

一
七
一
〕。

死
後
、
霊
と
な
っ
て
子
孫
を
見
守
り
続
け
る
と
い
う
他
界
観
は
、
た
し
か

に
柳
田
が
『
先
祖
の
話
』
で
展
開
し
た
そ
れ
と
重
な
り
合
う
。
だ
が
他
方
で

篤
胤
が
こ
の
他
界
を
支
配
し
て
い
る
の
は
大
国
主
神
だ
と
し
て
い
る
こ
と
を
、

見
落
と
し
て
は
な
る
ま
い
。『
先
祖
の
話
』
で
展
開
さ
れ
て
い
る
他
界
観
に
は
、

大
国
主
神
は
全
く
登
場
し
て
は
い
な
い
か
ら
だ
。『
古
事
記
』
に
根
ざ
す
他
界

観
を
展
開
す
る
篤
胤
は
、
柳
田
と
こ
の
点
で
大
き
く
袂
を
分
か
つ
。

む
ろ
ん
、
柳
田
と
て
そ
の
膨
大
な
著
作
群
で
『
古
事
記
』
を
全
く
無
視
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。『
定
本
柳
田
国
男
集
別
巻
五
』
の
索
引
を
見
て
み
よ

う
。
こ
の
索
引
は
必
ず
し
も
網
羅
的
で
は
な
い
が
、
ひ
と
つ
の
目
安
に
は
な

る
。
こ
こ
で
「
古
事
記
」
は
四
八
ヶ
所
、「
大
国
主
神
」「
大
国
主
命
」
は
九
ヶ

所
、
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
篤
胤
の
よ
う
に
『
古
事
記
』
や
大

国
主
神
に
重
き
を
置
い
て
の
記
述
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
大
国
主

神
へ
の
言
及
に
つ
い
て
、
例
示
し
よ
う
。

『
昔
話
覚
書
』
所
収
の
「
昔
話
解
説
」（
初
出
一
九
二
八
年
）
で
は
、
桃
太

郎
を
例
と
し
て
、
主
人
公
の
非
凡
な
生
ま
れ
つ
き
こ
そ
が
、
普
通
人
と
違
っ

た
境
遇
と
業
績
を
話
の
中
で
も
た
ら
す
と
い
う
流
れ
の
中
で
大
国
主
へ
の
言

及
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
神
代
巻
で
は
大
国
主
命
が
そ
の
著
し
い
例
で
あ
り
、

中
世
に
入
っ
て
は
牛
若
・
弁
慶
・
朝
比
奈
等
万
人
の
環
視
す
る
英
雄
に
は
必

ず
そ
の
生
存
の
特
別
理
由
が
あ
る
」
と
い
う
一
節
だ
〔
柳
田　

一
九
九
八
b　

六
六
五
〕。
こ
こ
で
は
「
非
凡
な
生
ま
れ
つ
き
」
と
い
う
性
格
を
持
つ
例
と
し

て
大
国
主
神
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
牛
若
丸
や
弁
慶
、
朝
比
奈
義

秀
と
い
っ
た
人
物
と
等
価
の
扱
い
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
扱
い
は
こ
こ

に
限
ら
ず
柳
田
の
著
作
全
般
に
共
通
し
て
お
り
、『
古
事
記
』
や
大
国
主
神
を

特
権
化
す
る
視
点
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
事
例
の
一
つ
と
し
て
の
扱
い
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
点
が
、
篤
胤
と
の
大
き
な
違
い
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
柳
田
と

本
居
宣
長
と
の
違
い
に
も
通
じ
て
こ
よ
う
。
篤
胤
と
柳
田
両
者
が
展
開
し
た

他
界
観
を
め
ぐ
る
思
索
は
、
共
通
点
が
あ
る
の
は
確
か
だ
が
、
し
か
し
そ
の

溝
も
大
き
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
踏
み
込
み
た
い
の
は
、
そ
も
そ
も
柳
田
の

国
学
に
対
す
る
理
解
、
関
心
は
ど
の
程
度
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
だ
。
戦

後
、
柳
田
は
『
新
国
学
談
義
』
と
題
し
て
、『
祭
日
考
』『
山
宮
考
』『
氏
神
と

氏
子
』
の
三
冊
を
上
梓
し
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
と
か
く
柳

田
と
国
学
と
の
連
続
性
が
暗
黙
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
か
に
み
え
る
。

だ
が
内
野
吾
郎
の
指
摘
は
、
柳
田
の
国
学
理
解
に
つ
い
て
示
唆
深
い
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
そ
も
そ
も
「
国
学
」
と
い
う
言
葉
自
体
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期

ま
で
柳
田
の
著
作
に
は
単
独
で
は
一
度
も
出
て
こ
な
い
、
と
い
う
。
大
正
時

代
に
は
関
連
す
る
語
と
し
て
「
国
学
者
」
の
用
例
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
見
る

と
当
時
の
柳
田
が
国
学
に
つ
い
て
詳
し
い
理
解
を
持
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
用
法
で
あ
り
、
こ
の
時
期
ま
で
近
世
国
学
そ
の
も
の
に
柳
田
は
あ
ま

り
深
い
関
心
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
内
野
の
見
解
だ
〔
内
野　
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一
九
八
三　
一
四
九
〕。

実
際
、
成
城
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
柳
田
の
蔵
書
を
見
て
も
、
そ
の
指

摘
を
裏
打
ち
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。『
増
補
改
定
柳
田
文
庫
蔵
書
目
録
』

で
本
居
宣
長
と
篤
胤
の
著
作
の
所
蔵
状
況
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
本
居
宣
長
の
著
作
の
場
合
、
目
録
で
確
認
で
き
る
点
数
は
二
一
点
。

も
っ
と
も
多
い
の
が
一
九
二
六
年
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
『
本
居
宣
長
全
集
増

補
』
の
九
点
で
、
こ
ち
ら
は
『
古
事
記
伝
』『
玉
か
つ
ま
』『
秘
本
玉
く
し
げ
』

等
、
代
表
的
な
著
作
を
含
み
、
他
に
全
集
物
と
し
て
は
一
九
二
二
年
以
降
の

『
本
居
宣
長
稿
本
全
集
』
二
点
が
あ
る
。
刊
行
年
で
い
え
ば
大
正
期
以
後
の
活

字
本
が
一
六
点
と
な
り
、
所
蔵
の
四
分
の
三
以
上
を
占
め
る
。
逆
に
江
戸
期

の
和
本
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
著
作
は
享
和
三
年
の
『
く
す
花
』
上
・
下

と
、
嘉
永
四
年
の
『
玉
く
し
げ
』
上
・
下
に
限
ら
れ
、
活
字
本
よ
り
か
な
り

所
蔵
の
比
率
は
低
い
。
目
録
に
掲
載
は
な
く
と
も
目
を
通
し
た
可
能
性
は
あ

る
と
は
い
え
、
内
野
の
指
摘
と
合
わ
せ
る
と
柳
田
が
本
格
的
に
宣
長
の
著
作

に
触
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
正
期
後
半
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。

他
方
、
平
田
篤
胤
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
宣
長
と
は
全
く
異
な
っ
た
状
況

が
浮
か
ぶ
。
所
蔵
点
数
は
二
六
と
宣
長
の
著
作
と
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
と
は

い
え
、
す
べ
て
が
幕
末
期
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
和
本
か
ら
蔵
書
が
構
成
さ
れ

て
い
る
の
だ
。
宣
長
の
著
作
が
全
集
と
い
う
形
で
活
字
化
さ
れ
て
い
る
の
と

同
様
、『
平
田
篤
胤
全
集
』
は
一
九
一
一
年
刊
行
開
始
の
も
の
と
一
九
三
一
年

開
始
の
も
の
、
二
種
類
が
戦
前
、
出
さ
れ
て
い
る
。
篤
胤
の
民
俗
学
的
関
心

を
示
す
と
さ
れ
る
『
稲
生
物
怪
録
』『
仙
境
異
聞
』『
勝
五
郎
再
生
記
聞
』
な

ど
の
一
連
の
著
作
は
、
実
は
篤
胤
生
前
か
ら
明
治
初
期
ま
で
写
本
で
の
み
流

布
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
活
字
に
な
る
の
は
全
集
本
が
初
め

て
だ
と
い
う
指
摘
〔
吉
田　

二
〇
一
二　

四
〇
一
〕
を
鑑
み
る
と
、
篤
胤
研

究
に
と
っ
て
全
集
刊
行
は
大
き
な
画
期
と
な
ろ
う
。
だ
が
宣
長
の
場
合
と
は

異
な
り
、
篤
胤
に
関
し
て
は
柳
田
は
全
集
本
を
一
冊
も
所
蔵
し
て
い
な
い
。

あ
る
の
は
す
べ
て
全
集
刊
行
前
の
和
本
な
の
だ
。
篤
胤
に
関
心
を
寄
せ
て
い

た
に
せ
よ
、
大
正
期
以
降
は
そ
の
著
作
に
は
距
離
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
蔵

書
の
所
蔵
状
況
か
ら
伝
わ
っ
て
こ
よ
う
。

篤
胤
と
柳
田
は
共
に
他
界
観
へ
の
関
心
と
い
う
一
点
に
お
い
て
、
問
題
意

識
を
共
有
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
だ
が
篤
胤
が
『
古
事
記
』
の
世
界
観
に

傾
注
し
て
そ
の
他
界
観
を
構
築
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
柳
田
は
『
古
事

記
』
を
特
権
化
し
て
扱
う
こ
と
は
な
い
。『
古
事
記
』
に
ふ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

て
も
、
あ
く
ま
で
も
幾
多
あ
る
事
例
の
一
つ
と
し
て
の
取
り
扱
い
だ
。
ま
た

主
に
大
正
期
以
降
に
活
字
化
さ
れ
た
篤
胤
の
全
集
を
、
柳
田
の
蔵
書
目
録
か

ら
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
点
で
本
居
宣
長
の
著
作
の
所
蔵
状
況
と

は
対
照
的
で
あ
る
。
篤
胤
と
柳
田
と
を
比
較
す
る
際
、
柳
田
が
示
す
こ
う
し

た
ス
タ
ン
ス
の
違
い
は
、
や
は
り
大
き
な
も
の
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
両
者
の
他
界
観
へ
の
関
心
の
共
有
だ
け
を
読
み
取
っ
て
い
て
は
、
一
面

的
だ
と
い
う
そ
し
り
は
免
れ
な
い
。

二　
「
怪
談
」
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
も
た
ら
す
語
り
の
「
場
」

あ
ら
た
め
て
他
界
観
へ
の
篤
胤
と
柳
田
の
問
題
関
心
の
所
在
を
、
視
点
を

変
え
て
振
り
返
り
た
い
。
柳
田
が
所
蔵
し
て
い
た
篤
胤
の
著
作
は
、
ほ
ぼ
す
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べ
て
が
明
治
期
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
和
本
で
あ
っ
た
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ

の
両
者
の
比
較
で
は
柳
田
晩
年
の
著
作
『
先
祖
の
話
』
を
焦
点
化
す
る
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
明
治
期
の
柳
田
こ
そ
が
対
象
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
。

ふ
た
た
び
折
口
信
夫
の
「
先
生
の
学
問
」
に
た
ち
か
え
ろ
う
。
篤
胤
と
の

関
係
に
つ
い
て
触
れ
た
箇
所
で
、
折
口
は
明
治
四
〇
年
頃
ま
で
の
柳
田
の
学

問
の
表
現
形
式
は
、
江
戸
期
の
随
筆
と
共
通
し
て
い
た
と
い
う
。
江
戸
時
代

の
好
事
家
に
は
博
識
の
者
が
多
く
、
そ
の
知
識
を
記
し
た
も
の
が
随
筆
と
し

て
数
多
く
残
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
柳
田
も
そ
う
し
た
随
筆
に
精
通
し
て

い
た
。
篤
胤
の
学
問
も
好
事
家
と
通
じ
た
と
こ
ろ
が
多
く
、
そ
の
点
こ
そ
が

初
期
の
柳
田
と
の
共
通
点
だ
と
折
口
は
述
べ
る
。
さ
ら
に
日
本
の
神
を
知
る

た
め
に
、
妖
怪
や
仙
人
、
神
隠
し
を
調
べ
た
の
が
篤
胤
で
あ
り
、
柳
田
も
同

じ
よ
う
な
関
心
を
抱
い
て
い
た
。「
と
に
か
く
平
田
翁
の
歩
い
た
道
を
、
先
生

は
自
分
で
歩
い
て
ゐ
ら
れ
た
こ
と
も
事
実
な
の
で
す
」〔
折
口　

一
九
九
六　

二
一
二
│
二
一
四
〕
と
、
折
口
は
両
者
の
歩
み
を
ま
と
め
る
。

折
口
の
指
摘
で
重
要
な
の
は
、
初
期
の
柳
田
の
学
問
が
好
事
家
的
な
関
心
、

随
筆
と
い
う
表
現
形
式
と
い
う
点
で
江
戸
期
の
そ
れ
と
陸
続
き
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
、
ま
た
妖
怪
や
仙
人
、
神
隠
し
と
い
っ
た
事
象
に
二
人
の
関
心
が

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
て
柳
田
の
初
期
の
著
作
を
顧
み
る
と
、『
後
狩
詞
記
』

刊
行
に
四
年
、『
遠
野
物
語
』
に
五
年
ほ
ど
先
立
つ
一
九
〇
五
年
に
発
表
さ
れ

た
「
幽
冥
談
」
は
、
両
者
の
接
点
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
な
意
義
を
担
う
。

柳
田
は
い
う
。「
僕
は
平
田
一
派
の
神
道
学
者
、
そ
れ
か
ら
徳
川
末
期
の
神
学

者
、
是
等
の
人
の
事
業
の
中
で
一
番
大
き
い
の
は
寧
ろ
幽
冥
の
こ
と
を
研
究

し
た
点
に
あ
る
」〔
柳
田　

二
〇
〇
六　

三
九
五
〕
と
。
そ
の
上
で
幽
冥
論
の

骨
子
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

此
の
世
の
中
に
は
現
世
と
幽
冥
、
即
ち
う
つ
し
世
と
か
く
り
世
と
云

ふ
も
の
が
成
立
し
て
居
る
、
か
く
り
世
か
ら
は
う
つ
し
世
を
見
た
り
聞

い
た
り
し
て
居
る
け
れ
ど
も
、
う
つ
し
世
か
ら
か
く
り
世
を
見
る
こ
と

は
出
来
な
い
、（
中
略
）
か
く
り
世
は
う
つ
し
世
よ
り
力
の
強
い
も
の

で
、
罰
す
る
時
に
は
厳
し
く
罰
す
る
、
褒
め
る
時
に
は
能
く
褒
め
る
、

ゆ
え
に
吾
々
は
か
く
り
世
に
対
す
る
恐
れ
と
し
て
、
相
対
坐
し
て
居
つ

て
も
、
悪
い
こ
と
は
出
来
な
い
、
何
と
な
れ
ば
か
く
り
世
は
此
の
世
の

中
に
満
ち
満
ち
て
居
る
か
ら
で
あ
る
〔
柳
田　

二
〇
〇
六　

三
九
六
〕

こ
こ
で
示
さ
れ
る
う
つ
し
世
と
か
く
り
世
か
ら
な
る
世
界
の
二
元
構
成
、

ま
た
か
く
り
世
が
は
ら
む
倫
理
的
規
範
性
は
、
篤
胤
が
『
霊
能
真
柱
』
で
展

開
し
た
論
議
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
ど
れ
だ

け
篤
胤
の
説
の
引
き
写
し
と
な
っ
て
い
る
か
、『
霊
能
真
柱
』
の
う
つ
し
世
と

か
く
り
世
に
ま
つ
わ
る
該
当
部
分
を
下
に
引
こ
う
。

　

冥め
い
ふ府

よ
り
は
。
人
の
し
わ
ざ
の
よ
く
見
ゆ
め
る
を
（
中
略
）
顕
う
つ
し

世よ

よ
り
は
。
そ
の
幽
冥
を
見
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
そ
を
譬た
と

へ
ば
。
燈と
も

火し
び

の
籠か
ご
を
。
白
き
と
黒
き
と
の
紙
も
て
。
中な
か
ら間
よ
り
は
り
分
ち
。
そ
を

一
間
に
お
き
た
ら
む
が
如
く
。
そ
の
闇
く
ら
き
か
た方よ

り
は
。
明
あ
か
き
か
た方よ

く
見

ゆ
れ
ど
。
明
き
方
よ
り
は
。
闇
き
方
の
見
え
ぬ
（
以
下
略
）〔
平
田　

一
九
七
七
a　

一
七
〇
〕

一
読
す
る
だ
け
で
当
時
、
篤
胤
が
柳
田
に
与
え
た
影
響
の
深
さ
が
伝
わ
っ
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て
こ
よ
う
。
実
際
、「
幽
冥
談
」
で
は
、「
日
本
の
昔
か
ら
の
幽
冥
教
の
本
性

を
見
る
の
に
外
に
方
法
が
無
い
か
ら
平
田
篤
胤
の
書
物
を
読
ん
で
」
と
い
う

一
節
も
あ
り
、
そ
の
関
心
の
所
在
を
う
か
が
わ
せ
る
。
柳
田
文
庫
に
二
〇
冊

を
超
え
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
篤
胤
の
和
本
の
類
は
、
こ
う
し
た
問
題
関
心
か

ら
柳
田
の
手
に
渡
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
幽
冥
教
の
探
求
を
す
る
に
あ
た
っ
て
篤
胤
の

著
作
に
加
え
「
他
の
所
謂
妖
怪
談
と
云
ふ
も
の
を
書
い
た
の
を
無
暗
に
読
ん

で
見
た
」
と
し
て
い
る
点
だ
。
さ
ら
に
「
怪
談
な
ど
を
読
む
と
き
に
大
に
気

を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
所
謂
幽
冥
道
の
教
へ
と
関
係
の
無
い
物
が

大
部
分
混
つ
て
居
る
」
と
、
怪
談
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
篤
胤
の

著
作
と
妖
怪
談
、
怪
談
と
が
幽
冥
の
世
界
を
探
る
上
で
同
じ
地
平
に
あ
る
も

の
と
し
て
、
柳
田
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
逆
に
言
え
ば
篤
胤
の
著

作
に
も
す
べ
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
怪
談
に
寄
せ
る
の
と
同
じ
よ
う
な
関
心

が
向
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

当
時
、
柳
田
が
い
か
に
怪
談
を
渉
猟
し
て
い
た
か
は
、
一
九
一
〇
年
に
お

そ
ら
く
口
述
筆
記
の
形
で
出
さ
れ
た
「
怪
談
の
研
究
」
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

そ
こ
で
柳
田
は
怪
談
に
は
話
す
人
自
身
が
本
当
だ
と
思
う
も
の
と
、
は
じ
め

か
ら
嘘
だ
と
知
り
な
が
ら
話
す
も
の
と
の
二
通
り
が
あ
る
、
と
す
る
。
そ
の

上
で
「
今
た
い
て
い
の
怪
談
本
は
真
個
を
書
い
た
の
か
、
嘘
を
書
い
た
の
か

鑑
定
出
来
る
」〔
柳
田　

二
〇
〇
六　

六
八
八
〕
と
い
う
。
怪
談
の
内
容
の
真

偽
を
判
断
し
得
る
だ
け
の
知
識
を
柳
田
が
持
ち
、
ま
た
そ
れ
を
可
能
と
さ
せ

る
だ
け
の
読
書
量
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
目
を
向
け
た
い
の
は
、
怪
談
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
お
の
ず
と
多
く

の
人
々
を
一
つ
に
集
め
、
語
り
の
場
を
形
成
す
る
志
向
を
は
ら
む
、
と
い
う

点
だ
。
端
的
に
い
え
ば
「
百
物
語
」
と
い
う
怪
談
を
語
る
た
め
の
フ
ォ
ー
マ
ッ

ト
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
堂
に
会
し
て
夜
を
徹
し
て
互
い
に
怪
談
を
語

る
催
し
で
、
百
の
灯
心
に
火
を
と
も
し
、
一
話
を
終
え
る
た
び
に
灯
心
を
ひ

と
つ
ず
つ
消
し
て
ゆ
く
語
り
の
形
式
だ
。
江
戸
時
代
に
は
町
人
層
に
広
ま
っ

て
大
い
に
流
行
し
、
百
物
語
を
紙
上
に
再
現
す
る
「
百
物
語
怪
談
集
」
が
近

世
怪
異
小
説
史
の
流
れ
に
位
置
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
明
治
に
入
っ

て
か
ら
も
百
物
語
の
伝
統
は
命
脈
を
保
ち
、
影
響
を
及
ぼ
す
〔
東　
二
〇
〇
七　

一
一
〕。
何
人
も
の
人
が
集
ま
り
互
い
に
語
り
を
披
露
し
あ
う
場
を
作
り
出
す

相
互
的
な
関
係
性
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
が
、
怪
談
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

が
も
つ
大
き
な
特
徴
だ
。
オ
ー
ラ
ル
な
場
を
前
提
と
し
て
い
る
点
で
、
怪
談

は
昔
話
や
世
間
話
と
共
通
す
る
口
承
文
芸
と
し
て
の
一
面
を
持
つ
。

百
物
語
は
そ
の
場
そ
の
場
で
終
了
す
る
一
回
的
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
怪

談
も
含
め
、
奇
事
・
異
聞
を
共
有
し
、
そ
れ
を
考
証
し
て
い
く
流
れ
も
近
世

に
は
生
じ
る
。
た
と
え
ば
滝
沢
馬
琴
も
参
加
し
た
兎と

園え
ん
か
い会は

、
そ
の
一
例
と

な
ろ
う
。
こ
れ
は
奇
事
・
奇
聞
な
ど
の
記
録
を
持
ち
寄
り
、
検
討
・
考
証
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
一
八
二
五
年
か
ら
始
め
ら
れ
、
そ
の
記
録
は
『
兎
園

小
説
』
と
し
て
随
筆
集
と
な
っ
た
〔
揖
斐　

二
〇
〇
九　

一
四
八
〕。
こ
う
し

た
オ
ー
ラ
ル
な
場
で
問
い
を
共
有
し
、
文
字
を
通
し
て
検
証
し
て
い
く
動
き

で
は
、
相
互
的
な
関
係
性
が
一
回
的
で
は
な
く
あ
る
程
度
固
定
さ
れ
て
い
く

点
が
特
徴
と
な
る
。

こ
の
兎
園
会
で
注
意
さ
れ
る
の
は
参
加
者
に
屋
代
弘
賢
と
山
崎
美
成
と
い

う
、
篤
胤
と
接
点
が
あ
る
人
物
が
含
ま
れ
る
点
で
あ
る
。
屋
代
弘
賢
は
和
学
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者
で
『
寛
政
重
修
家
譜
』『
古
今
要
覧
稿
』
の
編
纂
に
従
事
、
ま
た
山
崎
美
成

は
篤
胤
の
門
人
で
博
学
の
随
筆
家
と
し
て
知
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
近
世
の
「
随
筆
」
と
は
、
現
在
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
エ
ッ
セ

イ
の
訳
語
と
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
や
目
に
し
た
書

物
、
記
録
の
中
か
ら
、
み
ず
か
ら
の
関
心
に
し
た
が
っ
て
記
事
を
拾
っ
て
は

書
き
と
め
、
そ
れ
に
考
証
や
感
想
を
付
け
加
え
た
よ
う
な
著
作
全
般
が
、
江

戸
時
代
の
「
随
筆
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
客
観
的
な
事
実
へ
の
関
心
が
動
機

と
な
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
、
よ
り
乾
い
た
著
述
が
そ
の
特
徴
と
な
る
〔
揖
斐　

二
〇
〇
九　

一
二
九
〕。
そ
の
意
味
で
当
時
の
随
筆
は
文
学
的
と
い
う
よ
り
は

学
知
へ
の
志
向
を
は
ら
む
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
柳
田
国
男
の
初
期

の
ス
タ
イ
ル
に
も
連
続
し
得
る
も
の
と
な
り
え
た
の
だ
。

怪
談
も
含
め
奇
事
・
異
聞
を
収
集
す
る
こ
と
は
、
個
人
の
力
だ
け
で
は
お

の
ず
と
限
界
が
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
は
図
書
館
の
よ
う
な
施
設
の
整
備
は
貧

弱
で
あ
り
、
必
要
な
情
報
を
入
手
し
て
蓄
積
し
て
い
く
に
は
個
人
対
個
人
の

関
係
の
中
で
情
報
を
交
換
し
、
流
通
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
っ
た
。
そ
う

し
た
目
的
の
た
め
の
社
交
の
場
を
、
揖
斐
高
は
「
文
人
サ
ロ
ン
」
と
し
て
位

置
づ
け
る
〔
揖
斐　

二
〇
〇
九　

一
〇
〕。
怪
談
は
百
物
語
と
い
う
語
り
の

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
持
つ
だ
け
で
は
な
く
、
奇
事
・
異
聞
と
共
に
文
人
サ
ロ
ン

で
文
字
を
通
し
た
考
証
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
の
が
近
世
で
の
状
況
だ
っ
た
。

多
く
の
人
が
よ
り
集
い
、
問
い
を
共
有
し
て
い
く
結
節
点
に
位
置
し
て
い
た

の
が
怪
談
だ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
か
。
オ
ー
ラ
ル
な
場
と
文
字
と
が
相
互
的

に
交
差
し
て
い
る
の
が
、
怪
談
が
生
み
出
す
場
だ
っ
た
の
だ
。
怪
談
は
そ
れ

だ
け
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。そ
の
背
後
に
は
怪
談
と
い
う
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
が
生
み
出
す
多
様
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
見
落
と
し

て
は
な
る
ま
い
。
こ
こ
に
は
近
代
の
民
間
学
に
つ
な
が
る
萌
芽
が
あ
る
。

平
田
篤
胤
が
一
八
二
〇
年
に
出
会
っ
た
少
年
寅
吉
は
、
山
に
連
れ
去
ら
れ

て
そ
こ
で
修
行
し
て
き
た
と
自
称
し
た
。
そ
の
聞
き
書
き
を
ま
と
め
た
の
が

『
仙
境
異
聞
』
で
あ
る
。
山
を
本
拠
地
と
す
る
天
狗
の
世
界
を
め
ぐ
る
情
報
は

い
わ
ば
山
中
他
界
観
に
も
関
わ
る
奇
事
・
異
聞
で
あ
り
、
そ
う
し
た
話
を
め

ぐ
る
豊
か
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
所
在
を
『
仙
境
異
聞
』
の
冒
頭
は
以
下
の
よ

う
に
明
か
す
。
や
や
長
め
だ
が
、
引
用
し
て
お
こ
う
。

文
政
三
年
十
月
朔
日
夕
七
ツ
時
な
り
け
る
が
、
屋
代
輪
池
翁
（
引
用
者

注
：
屋
代
弘
賢
）
の
来
ま
し
て
、
山や
ま
ざ
き崎

美よ
し

成し
げ

が
許も
と

に
、
い
は
ゆ
る
天
狗

に
誘
は
れ
て
年
久
し
く
、
其
の
使
者
と
成
り
た
り
し
童
子
の
来
た
り
居

て
、
彼か

の
境
に
て
見
聞
き
た
る
事
ど
も
を
語
れ
る
由
を
聞
く
に
、
子
の

か
ね
て
考
へ
記
せ
る
説こ
と
等ど
も
と
、
よ
く
符
号
す
る
事
多
か
り
、
吾
い
ま
美

成
が
り
往ゆ

き
て
、
其
の
童
子
を
見
む
と
す
る
な
り
、
い
か
で
同
伴
し
給

は
ぬ
か
と
言
る
ゝ
に
、
余
は
も
常
に
常
に
さ
る
者
に
た
だ
に
相
ひ
見
て
、

糺た
だ

さ
ば
や
と
思
ふ
事
ど
も
種
々
き
ゝ
持
ち
た
れ
ば
、
甚い
と

嬉
し
く
て
、
折

ふ
し
伴ば
ん

信の
ぶ

友と
も

が
来
合
ひ
た
れ
ど
、
今
帰
り
来
む
と
云
ひ
て
、
美
成
が
許

へ
と
伴
は
れ
出
づ
〔
平
田　
二
〇
〇
〇　
九
〕。

屋
代
弘
賢
、
山
崎
美
成
、
伴
信
友
と
い
っ
た
当
時
の
知
識
人
た
ち
が
、
山

中
他
界
へ
の
関
心
を
軸
と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
編
み
上
げ
て
い
る
状
況
が

伝
わ
っ
て
こ
よ
う
。
こ
れ
を
機
に
篤
胤
に
よ
る
寅
吉
へ
の
聞
き
取
り
が
、
関
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係
者
を
交
え
て
始
ま
る
。
神
隠
し
や
山
中
他
界
と
い
っ
た
怪
談
的
要
素
を
交

え
た
モ
チ
ー
フ
が
、
篤
胤
と
そ
の
周
囲
を
取
り
巻
く
人
た
ち
を
、
問
い
を
共

有
す
る
オ
ー
ラ
ル
な
場
へ
と
突
き
動
か
し
て
い
く
（
１
）。

篤
胤
は
気い
ぶ
き
の
や

吹
舎
と
い
う

国
学
塾
を
営
ん
で
い
た
。
国
学
塾
は
市
井
の
人
々
に
よ
る
自
発
的
組
織
で
あ

り
、
身
分
や
職
業
な
ど
の
既
存
の
社
会
的
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
た
空
間
に
お

い
て
、
自
由
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
場
で
あ
っ
た
。
人
々
が
横
の
つ
な
が
り

を
持
ち
、
物･

情
報
が
集
ま
る
場
所
で
あ
っ
た
気
吹
舎
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

「
知
」
の
情
報
発
信
基
地
と
し
て
機
能
し
て
い
く
〔
星
山　

二
〇
一
六　

五
六
〕。
そ
う
し
た
場
を
立
ち
上
げ
、
駆
動
さ
せ
て
い
く
原
動
力
の
一
つ
と

な
っ
た
の
が
、
怪
談
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
だ
っ
た
の
だ
。『
仙
境
異
聞
』
の

冒
頭
は
、
そ
の
事
情
を
端
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。

そ
う
し
た
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
持
つ
怪
談
は
、
明
治
に
入
っ
て
一
時
衰
退
し

た
も
の
の
、
そ
の
後
も
影
響
を
保
持
し
て
い
っ
た
。
文
壇
の
内
外
で
は
怪
談

へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
百
物
語
が
流
行
す
る
中
、
明
治
四
〇
年
代
に
入
る
と

泉
鏡
花
が
本
格
的
な
怪
談
会
を
た
び
た
び
催
行
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
機

運
は
よ
り
い
っ
そ
う
高
ま
る
〔
東　
二
〇
一
〇　
一
一
〇
〕。

柳
田
国
男
も
、
い
う
ま
で
も
な
く
そ
う
し
た
流
れ
に
位
置
す
る
一
人
で
あ

る
。
一
九
〇
三
年
に
は
田
山
花
袋
と
共
に
『
老
媼
茶
話
』『
三
州
奇
談
』
な
ど

を
収
め
る
『
近
世
奇
談
全
集
』
の
編
集
校
訂
に
従
事
し
た
こ
と
は
、
そ
の
例
証

と
な
ろ
う
。
こ
れ
は
博
文
館
か
ら
の
「
続
帝
国
文
庫
」
の
一
冊
で
、
明
治
に

入
っ
て
初
め
て
企
画
刊
行
さ
れ
た
近
世
怪
談
の
復
刻
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。

泉
鏡
花
や
水
野
葉
舟
、
菊
地
寛
他
の
文
学
者
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
近
代

怪
談
文
学
史
上
、
一
つ
の
画
期
を
な
す
作
品
集
だ
〔
東　
二
〇
一
〇　
二
四
〕。

さ
ら
に
怪
談
と
い
う
観
点
か
ら
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
柳
田
が
国

木
田
独
歩
、
田
山
花
袋
ら
と
私
的
な
集
ま
り
と
し
て
始
め
た
文
学
サ
ロ
ン
・

龍
土
会
の
存
在
で
あ
る
。
参
加
者
は
蒲
原
有
明
、
島
崎
藤
村
、
岩
野
泡
鳴
、

小
山
内
薫
、
水
野
葉
舟
他
で
、
泰
西
文
学
の
最
新
動
向
に
通
暁
し
た
柳
田

の
談
話
が
呼
び
物
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
怪
談
が
話
題
と
な
っ
て
い

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
〔
横
山　

二
〇
〇
一　

二
八
〇
〕。
龍
土
会
で
柳
田

と
面
識
を
得
た
水
野
葉
舟
が
、
あ
く
ま
で
も
怪
談
実
話
の
語
り
手
と
し
て

佐
々
木
喜
善
を
柳
田
に
紹
介
し
、『
遠
野
物
語
』
が
誕
生
し
た
経
緯
は
や
は

り
押
さ
え
て
お
き
た
い
（
２
）。

龍
土
会
は
自
然
主
義
系
文
学
の
サ
ロ
ン
で
あ
り
、

江
戸
時
代
の
文
人
サ
ロ
ン
と
は
時
代
は
異
な
る
。
だ
が
問
い
を
共
有
し
て

い
く
オ
ー
ラ
ル
な
場
と
し
て
の
性
格
は
、
篤
胤
の
気
吹
舎
と
合
い
通
じ
る
。

さ
ら
に
そ
こ
で
は
共
に
怪
談
・
奇
談
へ
の
関
心
が
多
か
れ
少
な
か
れ
存
在

し
た
こ
と
も
、
見
落
と
し
て
は
な
る
ま
い
。

平
田
篤
胤
か
ら
柳
田
国
男
へ
と
連
続
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
他
界
観
で

は
な
い
。
神
隠
し
や
山
中
他
界
を
め
ぐ
る
話
な
ど
と
も
通
じ
る
怪
談
へ
の

関
心
と
、
そ
れ
が
生
み
出
す
問
い
を
共
有
し
て
い
く
オ
ー
ラ
ル
な
場
へ
の

志
向
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
こ
に
は
文
字
に
よ
る
考
証
へ
の
志
向
も
伴
っ
て

い
た
。
江
戸
の
文
人
サ
ロ
ン
か
ら
近
代
の
民
間
学
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く

一
つ
の
道
筋
が
、
こ
こ
に
見
出
せ
る
の
だ
。

三　
平
田
篤
胤
と
柳
田
国
男
を
つ
な
ぐ
も
の

平
田
篤
胤
か
ら
柳
田
国
男
を
つ
な
ぐ
の
は
、
怪
談
お
よ
び
怪
談
と
い
う
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フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
も
た
ら
す
オ
ー
ラ
ル
な
場
へ
の
志
向
性
だ
。
そ
の
点
を
別

の
視
点
か
ら
掘
り
下
げ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
こ
の
両
者
に
相
通
じ
る
の
は
、
文
字
世
界
の
相
対
化
と
オ
ー
ラ
ル
な

場
に
根
ざ
す
聞
き
書
き
と
い
う
方
法
へ
の
関
心
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く

柳
田
国
男
は
文
字
で
記
録
さ
れ
た
世
界
か
ら
欠
落
し
た
民
間
伝
承
の
領
域
を

見
出
し
、
そ
の
た
め
に
聞
き
書
き
と
い
う
手
法
を
重
視
し
た
。
他
方
、
篤
胤

は
『
古
事
記
』
を
重
ん
じ
、
そ
の
注
釈
に
注
力
し
た
と
は
い
え
、
た
と
え
ば

す
で
に
挙
げ
た
『
仙
境
異
聞
』
は
天
狗
の
世
界
に
通
暁
す
る
少
年
へ
の
聞
き

書
き
と
い
う
体
裁
を
と
る
。
文
字
の
世
界
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
射
程
を
も
、

篤
胤
は
見
据
え
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

松
坂
に
生
涯
と
ど
ま
っ
た
本
居
宣
長
は
『
古
事
記
』
に
は
す
べ
て
が
書
か

れ
て
あ
る
と
信
じ
た
。
し
か
し
、
知
識
の
量
も
質
も
圧
倒
的
に
ち
が
う
江
戸

の
篤
胤
は
、
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
だ
か
ら

こ
そ
解
か
れ
ざ
る
怪
異
を
前
に
し
て
、『
古
事
記
』
に
書
き
落
と
さ
れ
た
か
も

知
れ
ぬ
次
元
を
聞
き
書
き
を
通
し
て
何
と
し
て
で
も
追
求
し
よ
う
と
し
た
の

だ
、
と
飛
鳥
井
雅
道
は
い
う
〔
飛
鳥
井　

一
九
七
六　

四
九
二
〕。
文
字
に

よ
っ
て
書
き
と
め
ら
れ
た
領
域
の
か
な
た
を
、
篤
胤
は
オ
ー
ラ
ル
な
場
に
見

出
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

『
仙
境
異
聞
』
で
の
聞
き
書
き
は
、
主
に
篤
胤
の
自
宅
で
な
さ
れ
た
。
だ
が

篤
胤
の
行
動
範
囲
は
そ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
篤
胤
は
「
幽
冥
界
」

と
い
う
明
確
な
異
世
界
に
対
し
て
、
実
際
に
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
現
場
に
残

さ
れ
た
伝
承
や
遺
跡
か
ら
探
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
書

斎
に
こ
も
っ
て
神
の
世
界
を
考
え
た
本
居
宣
長
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
学
問

へ
の
向
か
い
方
だ
っ
た
と
、
吉
田
麻
子
は
述
べ
る
〔
吉
田　

二
〇
一
六　

七
八
〕。
さ
ま
ざ
ま
な
語
り
が
相
互
に
行
き
か
う
場
は
、
何
も
固
定
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
自
ら
怪
異
に
ま
つ
わ
る
場
に
足
を
運
ん
で
そ
こ
で
聞
き
書
き

を
行
う
と
い
う
態
度
は
、
そ
の
ま
ま
柳
田
の
実
践
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
こ
う
。

怪
談
と
い
う
オ
ー
ラ
ル
な
場
を
前
提
と
し
た
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
は
ら
む
可

能
性
を
、
文
字
世
界
の
相
対
化
と
聞
き
書
き
と
い
う
方
法
と
し
て
あ
る
程
度

ま
で
意
識
化
し
た
の
が
篤
胤
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
よ
り
明
確
な
方
法
と

し
て
具
体
化
し
た
の
が
柳
田
だ
っ
た
の
だ
。

次
い
で
両
者
の
共
通
点
と
し
て
あ
げ
た
い
の
は
、
怪
談
が
一
回
的
な
オ
ー

ラ
ル
な
場
を
立
ち
上
げ
て
い
く
だ
け
な
の
に
対
し
、
よ
り
永
続
的
に
問
い
を

共
有
し
て
い
け
る
場
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

近
世
に
は
い
く
つ
も
の
文
人
サ
ロ
ン
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
篤
胤
の

気
吹
舎
も
、
そ
う
し
た
系
譜
に
位
置
す
る
一
つ
と
な
ろ
う
。
だ
が
そ
う
し
た

サ
ロ
ン
と
気
吹
舎
を
分
か
つ
の
は
、
ど
う
い
っ
た
点
な
の
か
。
そ
れ
は
自
ら

の
学
問
を
多
く
の
人
々
に
流
布
し
て
い
く
上
で
の
戦
略
性
の
有
無
、
と
い
う

点
に
な
ろ
う
。
多
く
の
文
人
サ
ロ
ン
は
そ
の
中
で
知
を
交
換
し
、
共
有
す
る

事
を
目
的
と
す
る
あ
る
種
自
足
的
な
組
織
論
に
根
ざ
す
も
の
だ
っ
た
。
だ
が

篤
胤
は
そ
れ
だ
け
に
甘
ん
じ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
教
説
を
広
め
る
た
め

の
足
が
か
り
と
し
て
気
吹
舎
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
当
然
、
そ
こ
に
は
一
定

の
戦
略
性
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

篤
胤
門
人
の
階
層
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
が
、
中
川
和
明
だ
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
村
役
人
層
、
地
方
都
市
の
豪
商
層
、
地
方
の
神
職
層
、
武
士
層
と
い
っ

た
社
会
的
中
間
層
が
多
く
を
占
め
て
い
た
〔
中
川　

二
〇
一
二　

三
八
七
〕。
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こ
う
し
た
層
が
抱
い
て
い
た
新
た
な
学
問
・
思
想
へ
の
期
待
に
篤
胤
の
学

問
は
応
え
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

む
ろ
ん
、
座
し
て
門
人
が
集
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
間
の
経
緯
を

吉
田
麻
子
は
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
社
会
的
中
間
層

は
そ
の
土
地
の
有
力
者
で
あ
り
、
そ
こ
で
国
学
を
学
ん
で
い
る
者
に
対
し

て
平
田
学
を
広
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
彼
ら
は
そ
の
周
辺
の
民
衆
に
対

し
て
啓
蒙
す
る
立
場
に
な
る
。
地
方
に
平
田
学
を
根
付
か
せ
る
第
一
段
階

と
し
て
、
そ
う
し
た
人
々
に
働
き
か
け
る
こ
と
は
必
要
不
可
欠
だ
っ
た
の

だ
、
と
〔
吉
田　

二
〇
一
二　

九
二
〕。
そ
の
具
体
的
な
手
段
の
一
つ
が
、

旅
で
あ
る
。
篤
胤
に
と
っ
て
旅
と
は
、
知
識
人
ど
う
し
の
交
流
、
人
々
へ

の
講
義
と
啓
蒙
、
そ
し
て
自
ら
の
学
問
的
調
査
と
し
て
の
意
義
を
担
っ
て

い
た
。
そ
れ
は
平
田
学
を
構
築
し
、
書
物
と
し
て
著
し
人
々
へ
伝
え
て
い

く
た
め
の
足
が
か
り
だ
っ
た
と
吉
田
麻
子
は
ま
と
め
る
〔
吉
田　

二
〇
一
二　

七
九
〕。
地
方
の
中
間
層
に
積
極
的
に
働
き
か
け
、
問
い
を
共

有
し
、
組
織
化
を
果
た
そ
う
と
す
る
の
が
篤
胤
の
戦
略
だ
っ
た
の
だ
。
気

吹
舎
が
さ
ま
ざ
ま
な
「
知
」
の
情
報
発
信
基
地
と
し
て
機
能
し
た
と
い
う

星
山
京
子
の
見
解
を
す
で
に
引
用
し
た
が
、
そ
う
し
た
機
能
は
篤
胤
の
戦

略
性
に
こ
そ
、
根
ざ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

オ
ー
ラ
ル
な
場
を
通
し
て
問
い
を
共
有
す
る
場
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
に

自
覚
的
と
い
う
点
で
は
、
柳
田
も
篤
胤
と
相
通
じ
る
。
岡
谷
公
二
は
柳
田

の
学
問
は
常
に
「
会
」
と
結
び
つ
き
、「
会
」
を
中
心
に
発
展
し
て
き
た
と

端
的
に
い
う
。「
私
の
勉
強
は
研
究
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
じ
つ
は
ポ
リ

テ
ィ
ッ
ク
（
政
策
的
）
で
あ
っ
た
」
と
い
う
『
故
郷
七
十
年
』
の
一
節
を

引
き
、
岡
谷
は
柳
田
に
は
組オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー

織
者
と
し
て
の
一
面
が
あ
っ
た
と
述
べ
る

〔
岡
谷　

一
九
七
七　

一
五
九
〕。
実
際
、
柳
田
は
先
に
あ
げ
た
龍
土
会
に

加
え
、
イ
プ
セ
ン
会
、
郷
土
会
に
関
係
し
、
さ
ら
に
自
ら
の
学
問
の
組
織

化
に
あ
た
っ
て
木
曜
会
、
民
間
伝
承
の
会
他
い
く
つ
も
の
会
を
立
ち
上
げ

て
い
る
の
だ
。
い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
オ
ー
ラ
ル
な
場
を
立
ち
上
げ
、

問
い
を
共
有
し
て
い
く
こ
と
に
目
的
が
あ
る
。

む
ろ
ん
、
こ
の
時
代
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
多
様
な
会
が
叢
生
し
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
だ
が
柳
田
の
そ
れ
を
特
徴
付
け
た
の
は
、
座
談
と
い
う
オ
ー

ラ
ル
な
場
へ
の
方
法
意
識
と
い
う
一
点
だ
。
口
承
文
芸
の
資
料
的
価
値
を
正

し
く
位
置
付
け
得
た
か
ら
こ
そ
、柳
田
は
そ
の
場
の
持
つ
言
葉
の
流
れ
に
よ
っ

て
自
在
に
展
開
す
る
座
談
を
ひ
と
つ
の
方
法
と
し
て
意
識
化
し
え
た
の
で
あ

る
〔
鶴
見　

二
〇
一
三　

一
六
九
〕。
柳
田
の
還
暦
を
記
念
し
て
一
九
三
五
年

に
な
さ
れ
た
日
本
民
俗
学
講
習
会
の
記
録
は
、『
日
本
民
俗
学
研
究
』
と
題
し

て
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
半
に
収
め
ら
れ
た
全
国
各
地
か
ら
の
参
加
者
を

交
え
た
座
談
会
速
記
録
は
、
二
〇
〇
ペ
ー
ジ
近
い
ボ
リ
ュ
ー
ム
と
な
っ
て
い

る
。
座
談
と
い
う
オ
ー
ラ
ル
な
方
法
に
根
ざ
す
場
が
生
み
出
し
た
大
き
な
成

果
と
し
て
、
こ
の
記
録
は
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

柳
田
の
も
と
に
集
ま
り
、
問
い
を
共
有
し
て
い
っ
た
人
々
は
ど
の
よ
う

な
層
に
位
置
し
て
い
た
の
か
。
小
国
喜
弘
は
一
九
三
五
年
を
画
期
と
し
て
、

そ
の
前
後
に
変
化
が
あ
る
と
い
う
。
一
九
三
五
年
以
前
の
時
点
、
す
な
わ

ち
雑
誌
『
郷
土
研
究
』
や
『
民
族
』
に
投
稿
し
て
い
た
担
い
手
は
医
師
、

山
林
経
営
者
、
農
会
長
・
町
会
長
、
信
用
組
合
理
事
、
神
主
な
ど
の
地
方

名
望
家
層
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
後
に
結
成
さ
れ
た
民
間
伝
承
の
会
で
は
、
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最
大
勢
力
は
地
方
に
お
け
る
新
中
間
層
と
い
う
べ
き
小
学
校
教
師
へ
と
変

化
し
た
と
す
る
〔
小
国　

二
〇
〇
一　

二
九
〕。
こ
う
し
た
推
移
は
あ
る
に

せ
よ
、
い
ず
れ
も
が
新
た
な
学
問
・
思
想
の
登
場
に
期
待
し
、
そ
し
て
周

囲
に
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
が
出
来
る
層
だ
と
い
う
点
で
、
変
わ
り
は
な

い
。
そ
の
点
で
篤
胤
と
柳
田
と
も
に
自
ら
の
知
の
組
織
化
に
意
識
的
で
あ

り
、
同
じ
よ
う
な
層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
い
た
点
で
も
相
通
じ
る
。

最
後
に

平
田
篤
胤
と
柳
田
国
男
を
結
ぶ
の
は
、
他
界
を
め
ぐ
る
思
想
性
で
は
な

い
。
篤
胤
が
そ
の
他
界
観
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
重
視
し
て
い
た
『
古

事
記
』
に
、
柳
田
は
重
き
を
置
か
な
か
っ
た
と
い
う
点
は
、
や
は
り
見
落

と
し
て
は
な
る
ま
い
。
む
し
ろ
、
問
い
を
共
有
し
て
い
く
た
め
の
オ
ー
ラ

ル
な
場
の
あ
り
方
に
意
識
的
だ
っ
た
と
い
う
点
に
こ
そ
、
両
者
の
共
通
性

を
見
出
す
べ
き
な
の
だ
。
そ
の
意
味
で
民
間
学
の
同
じ
系
譜
上
に
、
二
人

は
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

だ
が
双
方
の
お
か
れ
た
時
代
的
状
況
の
差
異
に
も
、
こ
こ
で
言
及
し
て

お
こ
う
。
ひ
と
つ
は
「
民
族
」「
人
種
」
概
念
が
及
ぼ
し
た
影
響
の
有
無
、

で
あ
る
。
他
国
に
対
し
て
ま
だ
こ
う
し
た
概
念
を
も
た
な
か
っ
た
篤
胤
と

そ
の
影
響
が
及
ん
だ
柳
田
と
で
は
、
そ
の
思
想
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
生

じ
た
の
か
。
ま
た
『
古
事
記
』
を
重
視
し
た
篤
胤
と
、
意
識
的
に
論
及
し

な
か
っ
た
柳
田
の
立
ち
位
置
も
あ
ら
た
め
て
検
証
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
品

田
悦
一
『
万
葉
集
の
発
明
』
の
副
題
「
国
民
国
家
と
文
化
装
置
と
し
て
の

古
典
」
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
明
治
以
降
、
文
化
装
置
と
し
て
古
代
文
学
、

と
り
わ
け
『
万
葉
集
』
と
『
古
事
記
』
は
重
要
な
意
義
を
担
っ
て
い
く
〔
品

田　

二
〇
〇
一
〕。
柳
田
の
兄
井
上
通
泰
が
『
万
葉
集
新
考
』、
弟
松
岡
静

男
が
『
記
紀
論
究
』『
万
葉
集
論
究
』
他
を
上
梓
し
た
の
と
比
較
す
る
と
、

柳
田
の
距
離
の
と
り
方
は
際
立
つ
。

近
世
か
ら
近
代
を
同
じ
地
平
か
ら
見
通
し
て
オ
ー
ラ
ル
な
場
を
問
い
直

す
必
要
性
を
、
平
田
篤
胤
と
柳
田
国
男
と
い
う
民
間
学
の
系
譜
に
並
ぶ
二

人
の
学
問
は
改
め
て
訴
え
か
け
て
い
る
。

注（
1
） 

た
だ
し
柳
田
自
身
は
こ
の
件
に
つ
い
て
は
「
ど
う
も
嘘
を
吐
い
た
や
う
で

信
用
が
出
来
ま
せ
ぬ
」
と
「
幽
冥
談
」
で
疑
問
を
呈
す
〔
柳
田　

二
〇
〇
六　

三
九
八
〕。
そ
の
後
、
一
九
三
五
年
刊
行
の
『
郷
土
生
活
の

研
究
法
』
で
は
、
篤
胤
に
対
し
て
否
定
的
姿
勢
が
顕
著
と
な
っ
て
い
く
。

そ
れ
は
「
何
分
に
も
こ
の
人
に
は
、
か
ね
て
主
張
せ
ん
と
す
る
説
が
既
に

存
し
、
事
実
は
唯
そ
の
証
拠
に
な
る
も
の
を
選
び
抜
い
た
の
で
、
帰
納
を

詮
と
す
る
我
々
の
態
度
と
は
一
つ
で
な
か
つ
た
」
と
い
う
一
節
か
ら
端
的

に
う
か
が
え
よ
う
〔
柳
田　

一
九
九
八
ａ　

二
三
八
〕。
柳
田
の
国
学
へ

の
関
心
は
こ
の
時
点
で
は
す
で
に
宣
長
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
2
） 『
遠
野
物
語
』
を
怪
談
実
話
集
と
い
う
脈
絡
か
ら
位
置
づ
け
な
お
そ
う
と

す
る
試
み
が
東
雅
夫
〔
東　

二
〇
一
〇
〕、
横
山
茂
雄
〔
横
山　

二
〇
〇
一
〕
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
柳
田
の
問
題
関
心
、
文

壇
の
状
況
を
勘
案
す
る
と
、
こ
う
し
た
一
面
が
あ
っ
た
こ
と
も
見
落
と
し
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て
は
な
る
ま
い
。
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