
山
姥
の
皮
を
め
ぐ
っ
て
～
脱
ぐ
こ
と
と
着
る
こ
と
～

芒
荊
川
　
畑
桂
宙
心

は
じ
め
に

　
苦
境
に
あ
る
主
人
公
が
、
山
中
を
彷
復
う
中
、
不
思
議
な
老
婆
に
助
け
ら
れ
、
「
姥
皮
」
と
言
う
変
身
具
を
貰
う
。
主
人
公
は
そ
れ
を
被

っ
て
生
来
の
美
貌
を
覆
い
隠
し
、
醜
く
身
を
や
つ
し
て
災
難
を
逃
れ
、
里
に
下
り
る
。
醜
い
姿
の
ま
ま
分
限
者
の
家
に
奉
公
に
上
が
る
が
、

家
の
跡
取
り
が
「
覗
き
見
」
に
よ
っ
て
、
主
人
公
の
本
の
姿
を
垣
間
見
、
そ
の
美
し
さ
の
虜
と
な
っ
て
恋
わ
ず
ら
い
を
す
る
。
主
人
公
が
元

の
姿
で
現
れ
る
こ
と
で
、
跡
取
り
の
病
を
治
し
、
二
人
は
結
婚
し
、
幸
福
に
な
る
。

　
昔
話
の
「
姥
皮
」
と
い
え
ば
、
大
方
は
以
上
の
よ
う
な
あ
ら
す
じ
を
思
い
起
こ
さ
れ
る
で
あ
る
鬼

　
関
敬
吾
は
、
『
日
本
昔
話
大
成
』
に
お
い
て
話
型
分
類
を
お
こ
な
い
、
「
姥
皮
」
を
「
鉢
か
づ
き
」
「
灰
坊
」
な
ど
と
も
に
継
子
諏
の
一
つ

と
し
て
い
る
一
が
、
継
子
い
じ
め
の
モ
チ
ー
フ
に
続
く
形
よ
り
も
む
し
ろ
「
蛇
婿
入
り
・
水
乞
い
型
」
や
「
蛙
報
恩
」
に
続
く
も
の
が
多
い

と
い
う
。

　
一
方
、
書
承
の
物
語
と
し
て
は
、
奈
良
絵
本
の
形
で
今
日
見
ら
れ
る
も
の
が
最
も
古
く
、
『
う
ば
か
は
』
の
題
名
で
室
町
時
代
物
語
の
一

つ
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
継
子
い
じ
め
を
受
け
て
い
た
主
人
公
の
姫
に
、
尾
張
の
国
・
甚
目
寺
の
観
音
が
姥
皮
を
与
え
る
ほ
か
、

全
体
と
し
て
観
音
霊
現
課
に
仕
立
て
ら
れ
て
お
り
、
甚
目
寺
の
関
係
者
が
「
姥
皮
」
型
の
民
間
説
話
を
素
材
に
作
り
上
げ
た
の
で
は
な
い
か
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と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
く
室
町
時
代
物
語
の
一
つ
『
花
世
の
姫
』
で
は
、
姥
皮
と
全
く
同
じ
機
能
を
果
た
す
姥
衣
（
う
ば
ぎ
ぬ
〉
と
い

う
も
の
が
登
場
す
る
。
こ
ち
ら
は
、
山
中
で
出
会
っ
た
姥
が
、
夏
の
暑
さ
に
耐
え
か
ね
て
脱
い
で
い
た
衣
を
、
主
人
公
が
譲
り
受
け
た
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
同
時
代
の
継
子
誇
の
な
か
で
、
『
う
ば
か
は
』
は
、
『
は
ち
か
づ
き
』
誰
化
世
の
姫
』
と
と
も
に
、
民
間
説

話
か
ら
生
ま
れ
、
地
方
を
舞
台
と
し
伝
説
化
し
た
も
の
で
、
継
子
い
じ
め
課
と
し
て
よ
り
も
、
仏
の
加
護
に
よ
る
幸
福
な
結
末
を
語
る
こ
と

を
主
眼
と
し
て
い
る
。
二

　
書
承
に
よ
る
「
う
ば
か
は
」
諌
の
民
間
へ
の
流
布
・
浸
透
は
、
寺
院
関
係
者
に
よ
る
布
教
活
動
の
実
り
と
は
い
え
、
観
音
の
有
り
難
い
霊

験
と
い
う
現
世
利
益
へ
の
庶
民
の
期
待
だ
け
で
は
な
く
、
《
着
だ
者
を
醜
い
姥
に
見
せ
る
呪
物
》
と
い
う
姥
皮
の
面
白
さ
が
読
者
の
支
持
を
得

た
源
泉
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
名
古
屋
市
博
物
館
に
は
、
極
彩
色
の
挿
絵
の
入
っ
た
奈
良
絵
本
の
『
う
ば
か
は
』
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
《
変

身
》
と
い
う
絵
画
化
す
る
こ
と
の
で
き
る
物
語
の
面
白
み
が
、
斯
様
な
豪
華
な
絵
本
を
作
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
．
鬼

　
物
語
の
魅
力
の
根
源
が
、
「
姥
皮
」
と
言
う
呪
物
に
求
め
ら
れ
る
と
す
る
と
、
口
承
・
書
承
、
話
型
分
類
の
問
題
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
、

こ
の
変
身
の
呪
物
に
注
目
し
た
分
析
を
お
こ
な
っ
て
み
る
こ
と
も
、
意
味
の
無
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
・
鬼
以
下
に
、
「
姥
皮
」
と
言
う
名
称

で
は
な
く
と
も
、
物
語
中
で
同
様
の
機
能
を
果
た
す
呪
物
を
ひ
と
ま
ず
「
姥
皮
」
と
し
て
扱
い
、
考
え
て
み
た
い
。

2

一
　
「
姥
皮
」
入
手
の
経
緯

　
昔
話
の
中
で
変
身
の
呪
物
と
し
て
主
人
公
が
貰
う
の
は
、
頭
巾
と
言
っ
た
り
、
手
拭
で
あ
っ
た
り
、
婆
の
普
段
着
で
あ
っ
た
り
も
す
る
が
、

概
ね
「
皮
」
だ
と
言
う
。
名
古
屋
市
博
物
館
所
蔵
の
『
う
は
か
は
』
の
絵
本
で
は
、
お
堂
の
縁
の
下
で
一
心
に
観
音
を
祈
っ
て
い
た
姫
君
に
、

観
音
が
姥
皮
を
与
え
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
何
の
「
皮
」
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
か
、
ブ
ツ
ブ
ツ
と
し
た
細
か
い
突
起
の
よ
．
つ
な
も
の

が
描
か
れ
た
円
形
の
物
で
、
そ
の
外
縁
の
下
半
分
に
は
毛
の
よ
う
で
も
あ
る
房
状
の
物
が
取
り
巻
く
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
長
寿
の
象
徴

と
し
て
の
亀
の
図
で
よ
く
描
か
れ
る
、
亀
の
甲
羅
に
付
く
藻
の
よ
う
で
も
あ
り
、
何
か
フ
サ
フ
サ
と
し
た
物
が
付
い
て
い
る
。
蓑
の
よ
う
で

も
あ
り
、
笠
と
も
と
れ
な
く
も
無
い
。
本
文
中
で
は
「
木
の
皮
の
よ
う
な
物
」
と
し
な
が
ら
、
図
版
の
上
で
は
一
見
し
て
何
と
は
判
じ
が
た

い
形
状
を
し
て
お
り
、
と
も
か
く
こ
の
絵
本
で
は
そ
れ
を
姥
皮
と
し
て
い
る
。
三

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
昔
話
の
中
で
は
、
主
人
公
が
姥
皮
を
手
に
入
れ
る
経
緯
と
し
て
、
「
蛇
婿
入
り
・
水
乞
い
型
」
や
「
蛙
報
恩
」
に



続
く
も
の
が
多
い
わ
け
だ
が
、
こ
の
場
合
主
人
公
の
娘
を
助
け
る
婆
は
、
以
前
娘
の
父
（
あ
る
い
は
娘
本
乙
に
助
け
ら
れ
た
蛙
で
あ
る
と

名
乗
り
、
姥
皮
を
娘
に
与
え
る
。
婆
み
ず
か
ら
自
分
の
正
体
が
「
蛙
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
話
で
は
、
「
蛙
の
頭
巾
」
（
岡
山
県
岡

山
市
）
．
「
蛙
面
」
（
山
梨
県
八
代
郡
）
．
「
蛙
の
だ
ん
ぶ
く
ろ
」
（
新
潟
県
佐
渡
郡
）
四
と
い
っ
た
名
を
持
つ
変
身
具
を
与
え
て
い
る
が
、
こ
れ

は
つ
ま
り
、
姥
皮
が
蛙
の
皮
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
新
潟
県
佐
渡
郡
の
蛙
報
恩
型
の
発
端
を
持
つ
話
で
は
、

　
　
「
鬼
が
酒
盛
り
し
て
酒
に
酔
っ
て
い
る
間
に
逃
げ
る
。
掘
立
小
屋
の
婆
が
薦
を
績
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
か
く
ま
っ
て
も
ら
う
。
婆
は
助

　
　
け
ら
れ
た
蛙
だ
と
言
っ
て
皮
を
は
い
で
や
り
、
川
下
の
酒
屋
に
奉
公
し
ろ
と
い
っ
て
死
ぬ
。
」

と
あ
る
よ
う
に
、
婆
は
蛙
で
あ
り
、
姥
皮
は
自
身
の
皮
膚
を
剥
ぎ
取
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
正
体
を
特
に
明
か
さ
な
い
婆
で
あ
っ
て
も
、
概
ね
山
中
に
住
ま
う
婆
で
、
そ
の
家
は
「
人
を
食
う
者
の
棲
家
」
（
埼
玉
県
川
越
市
）

で
あ
っ
た
り
、
「
太
郎
次
郎
の
鬼
が
い
る
と
い
う
」
家
（
長
野
県
小
県
郡
）
で
あ
っ
た
り
、
「
盗
賊
の
岩
屋
」
（
長
崎
県
下
県
郡
）
と
い
っ
た
、

命
の
危
険
の
あ
る
場
所
で
主
人
公
は
婆
に
出
会
う
。

　
関
敬
吾
自
身
、
「
姥
皮
」
は
継
子
諌
に
続
く
も
の
が
少
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
継
子
諌
に
分
類
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
矛
盾
は
ひ
と

ま
ず
措
く
と
し
て
、
継
子
課
の
形
を
と
る
も
の
を
見
て
み
よ
う
。

　
関
が
標
準
話
型
と
し
た
新
潟
県
見
附
市
の
話
で
は
主
人
公
に
姥
皮
を
与
え
る
の
は
乳
母
で
あ
る
。

　
　
　
「
継
母
は
し
ょ
て
（
最
初
の
）
娘
を
憎
ん
で
、
何
と
か
し
て
家
か
ら
追
い
出
し
て
や
ろ
う
と
考
え
、
姉
娘
の
乳
母
に
い
い
つ
け
て
ど

　
　
こ
へ
で
も
よ
い
す
け
に
家
を
出
し
て
く
れ
と
い
い
ま
し
た
。
乳
母
は
か
わ
い
そ
う
だ
と
は
思
っ
た
が
、
し
ょ
せ
ん
こ
の
家
に
置
い
て
は
、

　
　
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
こ
と
に
な
る
か
知
れ
ん
と
思
っ
て
、
だ
ん
な
に
相
談
し
て
金
の
千
両
も
付
け
て
家
を
出
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
れ

　
　
か
ら
乳
母
は
娘
に
向
か
っ
て
、
「
お
前
さ
ん
は
金
も
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
る
し
、
き
り
ょ
う
も
よ
い
か
ら
、
よ
っ
ぽ
ど
用
心
を
し
な
い

　
　
ば
、
危
な
い
こ
と
に
出
会
う
か
も
知
れ
ん
す
か
い
に
」
と
い
う
て
、
ば
ば
っ
皮
と
い
う
物
を
く
れ
ま
し
た
。
」

　
継
母
に
疎
ま
れ
た
主
人
公
は
家
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
時
娘
は
、
ば
ば
っ
皮
を
か
ぶ
っ
て
年
寄
り
の
姿
に
な
る
。

あ
ち
こ
ち
に
さ
ま
よ
っ
た
後
に
あ
る
町
の
旦
那
の
水
仕
女
に
雇
わ
れ
、
そ
こ
の
若
旦
那
と
結
婚
す
る
。
こ
の
話
で
は
、
娘
は
山
の
中
を
彷
復

う
わ
け
で
も
な
い
が
、
「
し
ょ
せ
ん
こ
の
家
に
置
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
こ
と
に
な
る
か
知
れ
ん
と
思
」
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
に
あ
り
、

す
で
に
娘
は
命
の
危
険
に
晒
さ
れ
て
お
り
、
実
家
に
あ
り
な
が
ら
、
も
は
や
そ
こ
は
あ
る
意
味
で
留
ま
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
他
界
で
あ
る
。
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岩
手
県
紫
波
郡
の
話
で
は
、
継
母
は
継
子
の
生
き
胆
を
人
夫
に
取
ら
せ
よ
う
と
す
る
が
、
人
夫
は
白
犬
を
そ
の
代
わ
り
と
し
て
娘
を
助
け

る
。
そ
の
後
、
山
中
を
彷
裡
っ
た
娘
は
、
一
軒
家
に
住
む
婆
の
家
に
泊
ま
り
、
同
情
し
た
婆
が
姥
皮
を
く
れ
る
。
ま
た
、
福
島
県
相
馬
郡
の

話
で
は
、
後
妻
は
継
子
を
山
奥
で
殺
す
よ
う
に
家
来
に
命
じ
て
い
る
。
こ
の
話
は
、
鉢
か
つ
ぎ
や
手
無
し
娘
と
混
同
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
お

り
、
娘
は
実
母
の
死
去
に
際
し
、
鉢
を
か
ぶ
せ
ら
れ
た
異
形
の
者
に
な
っ
て
い
る
。
哀
れ
に
思
っ
た
家
来
は
手
だ
け
を
取
っ
て
帰
り
、
継
母

を
欺
く
。
娘
は
観
音
の
お
か
げ
で
手
も
生
え
、
山
姥
に
婆
の
皮
を
貰
っ
て
助
か
る
。
こ
れ
ら
の
話
で
は
い
ず
れ
も
、
主
人
公
は
命
の
危
険
に

晒
さ
れ
た
状
態
で
山
中
他
界
に
赴
き
、
姥
皮
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
危
機
を
脱
し
て
山
を
降
り
、
里
で
の
幸
せ
を
得
て
い
る
。

　
以
上
の
例
か
ら
考
え
る
に
、
「
姥
皮
」
が
そ
の
中
心
に
あ
っ
て
外
す
こ
と
の
出
来
な
い
モ
チ
…
フ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
主
人
公
が
命

の
危
険
に
晒
さ
れ
る
他
界
に
赴
き
、
援
助
者
と
な
る
も
の
が
「
姥
皮
」
と
い
う
変
身
の
呪
物
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
「
継
子
諌
」
か
ら
始
ま
る
話
と
い
う
の
は
説
話
と
し
て
は
新
し
い
形
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
蛇
婿
入
り
と
い
う
異

類
婚
や
蛙
に
よ
る
動
物
報
恩
と
い
う
超
自
然
的
な
発
端
よ
り
も
、
継
母
と
継
子
と
い
う
世
俗
的
な
愛
憎
劇
に
共
感
す
る
よ
う
に
聞
き
手
の
嗜

好
が
変
化
し
た
こ
と
が
、
「
継
子
課
」
と
し
て
の
「
姥
皮
」
を
成
立
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

4

二
　
蛙

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
主
人
公
に
姥
皮
を
あ
た
え
る
援
助
者
は
、
お
お
む
ね
山
姥
、
も
し
く
は
蛙
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
蛙
報
恩
の
後
半
と
し
て
姥
皮
諌
が
続
く
形
の
も
の
で
は
、
主
人
公
の
支
援
者
は
当
然
、
以
前
に
恩
を
受
け
た
蛙
で
あ
り
、
既
に
見
た
新
潟

県
佐
渡
郡
の
蛙
報
恩
型
の
話
で
わ
か
る
よ
う
に
、
姥
皮
は
「
姥
」
と
言
い
つ
つ
も
、
蛙
自
身
の
皮
を
剥
ぎ
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
言
え

ば
、
蛙
と
い
っ
て
も
、
特
に
、
ガ
マ
ガ
エ
ル
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

　
「
山
で
寝
て
い
る
と
狼
が
出
て
く
る
が
蝦
墓
だ
と
い
っ
て
帰
る
。
大
川
の
ほ
と
り
に
来
て
困
っ
て
い
る
と
、
鬼
が
来
て
蝦
慕
だ
と
い
っ
て

川
向
こ
う
に
投
げ
る
。
」
（
岩
手
県
九
戸
郡
）
「
途
中
で
鬼
が
来
る
が
古
蝦
墓
だ
と
い
い
、
川
の
ほ
と
り
で
渡
れ
ず
に
困
っ
て
い
る
と
、
鬼
が
ま

た
来
て
石
だ
と
い
っ
て
川
向
こ
う
に
投
げ
る
。
」
（
岩
手
県
遠
野
市
）

　
こ
れ
ら
の
話
で
は
、
「
姥
」
皮
を
身
に
着
け
た
娘
は
、
鬼
や
狼
の
目
に
は
、
人
間
の
老
婆
の
姿
と
言
う
よ
り
、
婆
皮
を
く
れ
た
元
の
ガ
マ

ガ
エ
ル
の
姿
に
映
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
ガ
マ
ガ
エ
ル
や
石
と
思
わ
れ
た
お
か
げ
で
、
鬼
の
棲
む
川
の
向
こ
う
の
異
界
か
ら
ほ
う
り
投
げ
ら



れ
て
、
元
の
里
の
世
界
に
帰
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
娘
は
姥
皮
を
得
た
後
も
、
す
ぐ
に
山
を
降
り
る
こ
と
は
叶
わ
ず
、
し
ば
ら
く
は
出
の
中
を
彷
径
い
、
鬼
や
山
賊
に
出
会

い
、
命
の
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
も
、
姥
皮
の
お
か
げ
で
、

　
　
　
「
途
中
で
鬼
に
会
う
が
そ
れ
を
見
て
こ
の
間
の
食
い
か
け
だ
と
い
っ
て
去
る
」
（
長
野
県
小
県
郡
）
「
途
中
で
山
賊
に
会
う
が
汚
い
婆

　
　
だ
と
い
っ
て
相
手
に
し
な
い
」
（
新
潟
県
北
魚
沼
郡
〉
「
途
中
恐
ろ
し
い
人
々
が
大
勢
集
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
通
る
が
、
く
さ
れ
婆
早

　
　
く
通
れ
と
い
っ
て
通
し
て
や
る
」
（
新
潟
県
見
附
市
）
「
道
中
乱
暴
者
の
次
郎
、
太
郎
に
会
う
が
、
投
げ
ら
れ
る
だ
け
。
」
（
新
潟
県
長
岡

　
　
市
）

と
、
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
命
を
取
る
ま
で
も
無
い
死
に
か
け
の
婆
と
思
わ
れ
、
か
え
っ
て
命
を
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
死
ん
だ
蛙
と
主
人
公
が
一
体
化
し
、
（
蛙
の
婆
が
）
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
な
ず
に
す
む
話
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
山
中
他
界
で

擬
死
の
状
態
を
経
る
こ
と
で
、
里
に
再
生
を
果
た
す
説
話
で
あ
る
と
も
言
え
よ
・
鬼

　
「
カ
エ
ル
」
の
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
民
間
語
源
説
的
な
も
の
か
ら
、
動
物
学
的
知
識
・
中
国
に
お
け
る
漢
字
の
成
り
立
ち
、

各
種
名
称
の
由
来
ま
で
様
々
に
あ
る
中
、
碓
井
益
雄
氏
は
著
書
『
蛙
』
で
逐
一
取
り
上
げ
、
詳
し
く
論
じ
て
い
る
五
が
、
と
も
か
く
、
古
来

よ
り
、
入
間
の
身
近
に
あ
っ
て
、
そ
の
生
態
が
良
く
知
ら
れ
た
生
き
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
両
生
類
の
帰
巣

性
・
冬
眠
に
よ
る
越
冬
、
害
虫
の
駆
除
能
力
、
産
卵
・
幼
生
・
変
態
・
繁
殖
力
の
高
さ
な
ど
、
蛙
報
恩
と
い
っ
た
昔
話
を
成
立
さ
せ
る
だ
け

の
「
カ
エ
ル
と
言
う
生
き
物
」
に
対
し
て
の
共
通
認
識
が
日
本
人
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
無
い
。

　
日
本
神
話
に
登
場
す
る
蛙
は
、
田
の
神
ク
エ
ビ
コ
を
良
く
知
る
タ
ニ
グ
ク
、
す
な
わ
ち
ヒ
キ
ガ
エ
ル
六
で
あ
っ
た
。
『
古
事
記
』
上
巻
で
は
、

出
雲
の
御
大
の
御
前
に
居
る
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
の
前
に
、
ガ
ガ
イ
モ
の
船
に
乗
っ
て
蛾
の
皮
を
空
剥
ぎ
に
し
た
着
物
を
ま
と
っ
た
ス
ク
ナ
ビ
コ

ナ
が
帰
り
来
る
。
諸
神
が
そ
の
神
を
知
ら
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
「
ク
エ
ビ
コ
な
ら
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
発
言
す
る
の
が
、
タ
ニ
グ
ク
で

あ
る
。
穀
霊
と
も
見
倣
さ
れ
る
ス
ク
ナ
ピ
コ
ナ
の
正
体
を
見
抜
く
の
は
、
「
山
田
の
案
山
子
」
で
あ
る
ク
エ
ビ
コ
で
あ
り
、
ク
エ
ビ
コ
の
知
恵

を
理
解
す
る
の
は
、
田
の
ま
わ
り
で
土
と
水
に
守
ら
れ
て
暮
ら
す
タ
ニ
グ
ク
で
あ
っ
た
。
ク
エ
ビ
コ
の
「
足
は
行
か
ね
ど
も
、
天
の
下
の
事

を
尽
に
知
れ
る
神
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
タ
ニ
グ
ク
は
地
上
を
這
い
回
り
隈
な
く
訪
れ
る
者
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
だ
。

　
『
万
葉
集
』
中
で
タ
ニ
グ
ク
が
読
み
込
ま
れ
た
歌
は
、
巻
五
（
八
〇
〇
）
「
天
雲
の
　
向
伏
す
極
み
谷
膜
の
　
さ
渡
る
極
み
…
」

と
、
巻
六
（
九
七
一
）
「
山
彦
の
応
へ
む
極
み
　
谷
摸
の
　
さ
渡
る
極
み
…
」
の
二
首
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
天
や
山
に
対
す
る
地
上
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世
界
を
歌
う
と
い
う
、
対
句
的
表
現
で
見
ら
れ
る
。
こ
の
表
現
自
体
、
基
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
祈
年
祭
の
祝
詞
」
の
「
皇
神
の
し
き
ま
す

島
の
八
十
島
は
、
谷
膜
の
さ
渡
る
極
み
、
塩
沫
の
留
ま
る
限
り
…
」
と
い
う
、
皇
神
の
支
配
領
域
に
つ
い
て
語
る
部
分
で
あ
る
と
言
わ

れ
る
。
七
つ
ま
り
、
ヒ
キ
ガ
エ
ル
は
歩
み
は
遅
い
も
の
の
、
地
上
を
遥
か
そ
の
極
み
ま
で
這
い
回
っ
て
い
る
動
物
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
タ
ニ
ク
グ
は
谷
潜
で
あ
っ
て
、
谷
を
潜
り
抜
け
る
と
こ
ろ
か
ら
、
親
神
の
指
小
俣
を
潜
り
抜
け
た
小
さ
な
神
ー
ー
ス
ク
ナ
ピ
コ
ナ
と

い
う
神
を
語
る
こ
と
に
連
関
さ
せ
て
い
る
の
だ
と
も
い
う
。

　
冬
に
姿
を
消
し
、
春
に
ま
た
何
処
か
ら
と
も
無
く
現
れ
る
ヒ
キ
ガ
エ
ル
は
、
姿
を
消
し
て
い
る
間
、
遠
い
世
界
の
果
て
．
異
界
と
の
接
点

に
あ
っ
て
、
新
た
な
力
を
蓄
え
て
い
る
存
在
と
思
わ
れ
て
い
た
。
冬
眠
か
ら
の
目
覚
め
が
、
死
か
ら
の
復
活
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
の
と
同
時

に
、
水
源
の
谷
の
窮
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
居
て
、
ク
エ
ビ
コ
と
も
親
し
い
タ
ニ
グ
ク
は
、
田
の
神
と
同
様
、
山
中
の
他
界
と
里
の
間
を
往
来
す

る
神
で
あ
る
。

　
中
国
神
話
で
は
、
蛙
は
月
と
関
係
し
て
い
た
。

　
不
老
不
死
の
薬
を
持
っ
て
月
に
逃
げ
去
っ
た
嬬
蛾
が
、
埆
蛛
の
姿
に
な
っ
て
住
ん
で
い
る
と
い
う
。

　
　
葬
は
不
死
の
薬
を
西
王
母
に
請
い
し
に
、
恒
餓
は
こ
れ
を
窃
み
て
月
の
中
に
奔
り
に
げ
た
り
。
『
進
岡
子
』
覧
冥
篇

　
　
日
中
に
駿
烏
有
り
、
而
し
て
月
中
に
蠣
蛛
有
り
。
『
潅
南
子
』
精
神
篇

　
そ
し
て
、
同
じ
く
説
林
篇
で
、

　
　
月
　
天
下
を
照
ら
す
も
、
魯
諸
に
蝕
ま
る
。

と
さ
れ
、
月
の
満
ち
欠
け
も
、
ヒ
キ
ガ
エ
ル
が
月
を
食
べ
る
こ
と
で
起
き
る
現
象
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ヒ
キ
ガ
エ
ル
と
月
と
が
結
び
つ
い
た
の
は
、
そ
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
様
子
と
月
面
の
黒
々
と
し
た
陰
影
と
が
イ
メ
ー
ジ
と
し

て
重
な
る
た
め
で
あ
り
、
月
は
、
満
ち
て
は
欠
け
、
欠
け
て
は
満
ち
る
様
子
か
ら
再
生
・
不
死
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
月
の
運
行
は
女

性
の
生
理
周
期
と
ほ
ぼ
一
致
し
、
仙
女
で
あ
る
嬬
餓
が
不
死
を
得
て
住
ま
う
の
に
相
応
し
か
っ
た
。
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三
　
山
姥



　
も
う
一
方
の
救
援
者
で
あ
る
、
山
姥
に
つ
い
て
み
て
み
よ
・
鬼

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
苦
難
に
あ
う
主
人
公
が
救
援
者
と
な
る
婆
に
出
会
う
の
は
、
危
険
な
他
界
で
あ
る
山
の
中
で
あ
る
。
多
く
の
場
A
只

山
中
を
彷
復
う
主
人
公
は
、
一
つ
家
の
明
か
り
を
見
つ
け
、
訪
ね
る
が
、
そ
こ
は
さ
ら
に
恐
ろ
し
い
こ
と
に
、
鬼
や
人
食
い
の
家
で
あ
り
、

婆
は
そ
の
配
偶
者
か
母
親
で
あ
る
。
山
姥
は
鬼
や
人
食
い
の
縁
者
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
う
に
か
し
て
そ
の
目
を
誤
魔
化
し
て
主
人
公
の
危
機

を
救
う
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
登
場
す
る
の
が
「
姥
皮
」
で
あ
る
。

　
こ
の
山
姥
の
性
格
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
の
が
、
『
花
世
の
姫
』
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、
非
常
に
文
芸
化
さ
れ
、
あ
る
意
味
で
冗

長
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
が
、
翻
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
知
識
人
に
よ
っ
て
、
神
道
的
洗
練
、
あ
る
い
は
仏
教
的
概
念
に
置
き
換
え
ら
れ
た

形
で
、
山
姥
の
本
質
と
思
わ
れ
る
要
素
が
散
り
ば
め
ら
れ
、
集
約
さ
れ
て
い
る
も
の
と
も
い
え
る
。
以
下
、
や
や
煩
雑
で
は
あ
る
が
、
原
文
人

に
沿
っ
て
、
筆
者
の
注
目
点
を
示
し
て
い
き
た
い
。

　
観
音
の
申
し
子
で
あ
り
、
梅
の
花
の
化
身
と
も
思
わ
れ
る
主
人
公
・
花
世
の
姫
は
、
実
母
亡
き
後
、
父
の
留
守
中
に
継
母
の
姦
計
に
よ
つ

て
家
か
ら
連
れ
出
さ
れ
、
継
母
の
配
下
で
あ
る
男
に
よ
っ
て
、
山
に
捨
て
ら
れ
る
。
そ
の
際
ま
ず
、
男
の
妻
は
、
姫
の
絹
の
衣
装
を
脱
が
せ

る
。
せ
め
て
肌
着
だ
け
で
も
身
に
着
け
た
い
と
訴
え
る
姫
に
対
し
て
、
男
の
妻
は
次
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
。

　
　
　
「
う
へ
に
は
是
を
め
し
候
へ
と
わ
が
き
る
、
麻
の
帷
子
を
ぬ
ぎ
て
着
せ
申
し
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
下
げ
給
ふ
、
御
く
し
を
巻
き
上
げ
て
、

　
’
ゆ
い
ま
い
ら
せ
、
我
が
髪
に
掛
け
た
る
手
の
こ
ひ
に
て
、
御
か
ほ
を
か
く
し
申
、
さ
す
か
人
め
し
け
け
れ
ば
、
す
け
か
さ
と
い
ふ
物
を

　
　
き
せ
ま
い
ら
せ
て
け
り
。
」

　
男
の
妻
は
、
姫
の
衣
装
を
自
分
の
麻
の
帷
子
と
交
換
し
、
姫
の
髪
を
結
っ
て
白
　
分
の
身
に
着
け
て
い
た
手
拭
と
ス
ゲ
の
笠
を
か
ぶ
せ
て
や

り
、　

　
　
「
か
ま
へ
て
か
ま
へ
て
、
御
い
の
ち
た
す
け
ま
い
ら
せ
よ
。
」

　
と
、
せ
め
て
助
命
す
る
様
に
嘆
願
は
す
る
が
、
そ
れ
で
も
、
「
の
の
す
へ
山
の
お
く
に
も
す
て
ま
い
ら
せ
」
と
い
う
、
地
の
果
て
に
置
き

去
り
に
す
る
こ
と
は
か
わ
り
な
く
、
こ
の
た
め
、
直
接
の
実
行
犯
と
も
言
え
る
男
は
、
次
の
よ
う
に
継
母
に
報
告
す
る
。

　
　
　
「
こ
れ
山
二
つ
こ
え
て
う
ば
が
み
ね
と
て
、
ひ
と
も
か
よ
は
ぬ
山
に
て
候
。
そ
の
奥
の
谷
に
す
て
て
ま
い
り
候
な
り
。
よ
さ
り
は
は

　
　
や
こ
ら
う
や
か
ん
の
ゑ
じ
き
と
な
り
た
ま
ふ
べ
し
。
あ
す
ま
て
は
御
い
の
ち
は
候
ま
じ
き
」

場
所
は
駿
河
の
国
の
山
奥
の
、
そ
の
名
も
《
姥
ヶ
峰
》
と
言
わ
れ
る
、
人
の
通
わ
ぬ
山
奥
の
そ
の
谷
あ
い
で
あ
る
。
時
期
は
、
「
な
が
月
な
か
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ば
の
事
な
れ
ば
、
山
は
き
り
ふ
か
く
、
か
ぜ
も
は
げ
し
く
て
」
と
あ
る
の
で
、
九
月
の
満
月
の
夜
で
あ
ろ
う
コ
山
の
峰
に
は
月
も
上
っ
た
が
、

月
夜
と
は
い
え
あ
た
り
は
暗
く
、
暗
い
谷
底
に
焚
き
火
の
影
を
見
つ
け
、
姫
は
山
姥
の
住
処
へ
と
入
っ
て
行
く
。

　
　
　
「
火
の
あ
る
か
た
を
御
ら
ん
ず
れ
ば
、
人
の
い
ゑ
に
て
は
な
く
し
て
あ
な
の
や
う
な
る
、
そ
の
う
ち
に
人
と
も
見
え
ぬ
す
が
た
に
て
、

　
　
ひ
を
た
く
よ
う
に
見
え
け
る
お
そ
ろ
し
き
あ
り
さ
ま
に
て
、
身
の
け
も
よ
だ
ち
、
き
も
も
た
ま
し
い
も
み
に
そ
は
ず
、
さ
れ
ど
も
に
ぐ

　
　
べ
き
か
た
も
な
し
、
た
ち
や
す
ら
ひ
て
そ
ゐ
た
ま
ひ
け
る
。
」

　
こ
の
山
姥
は
そ
の
外
見
と
は
裏
腹
に
、
姫
に
対
し
て
は
じ
め
か
ら
同
情
的
で
あ
り
、
自
ら
の
身
の
上
を
語
る
。

　
　
　
「
此
う
ば
は
も
と
は
人
げ
ん
に
て
あ
り
け
る
が
、
あ
ま
り
に
な
が
い
き
し
て
こ
ど
も
も
な
く
成
り
て
の
ち
、
ま
ご
ひ
ご
に
や
し
な
は

　
　
れ
候
へ
ど
も
、
わ
れ
を
に
く
に
て
い
へ
の
・
2
り
へ
も
よ
せ
候
は
ね
ば
、
山
を
い
ゑ
と
し
て
、
こ
の
み
を
ひ
ろ
ひ
て
ゑ
じ
き
と
し
」

余
り
に
も
長
命
で
あ
っ
た
た
め
、
か
え
っ
て
孫
子
に
疎
ま
れ
、
山
へ
住
む
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
姥
は
、
「
富
士
の
峰
か
ら
通
っ
て
く

る
」
山
の
主
と
思
わ
れ
る
鬼
の
男
に
見
初
め
ら
れ
、
鬼
に
半
ば
扶
養
さ
れ
る
よ
う
に
岩
屋
に
住
み
着
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
鬼
の
住
処
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
花
世
の
姫
は
、
恐
怖
に
駆
ら
れ
る
も
の
の
、
い
た
し
方
も
無
く
、
こ
の
山
姥
と
と
も
に
一
夜
を
過
ご
す
。

そ
し
て
そ
の
中
で
、
山
姥
の
頭
髪
の
中
を
這
い
回
り
、
山
姥
を
苦
し
め
て
い
る
寄
生
虫
を
取
っ
て
や
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
「
あ
た
ま
の
け
は
、
あ
か
き
し
や
く
ま
の
ご
と
く
に
て
、
そ
の
あ
い
に
、
つ
の
の
ご
と
く
な
る
こ
ぶ
と
も
十
四
五
ほ
ど
あ
り
、
そ
れ

　
　
を
ま
き
て
ち
い
さ
き
へ
び
の
や
う
な
る
む
し
ど
も
に
、
お
し
あ
て
お
し
あ
て
し
た
ま
へ
ば
、
こ
ろ
り
こ
ろ
り
と
お
ち
に
け
り
。
う
ば
、

　
　
喜
び
て
ひ
ろ
ひ
く
ひ
て
、
あ
ら
う
ま
や
と
そ
申
し
け
る
。
お
そ
ろ
し
な
が
ら
、
此
い
は
や
に
一
夜
を
あ
か
し
け
り
。
」

　
既
に
、
山
姥
の
容
貌
が
怪
異
で
あ
っ
た
こ
と
は
述
べ
ら
れ
、
落
ち
窪
ん
だ
眼
窩
に
飛
び
出
た
目
玉
、
大
き
く
裂
け
た
口
に
牙
が
生
え
、
頭

は
鉢
を
被
っ
た
よ
う
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
頭
髪
は
、
赤
い
熊
の
よ
う
で
、
頭
皮
に
は
角
の
よ
う
な
コ
ブ
が
十
四
、
五
も
あ
る

中
に
、
コ
ブ
に
小
蛇
の
よ
う
な
虫
が
纏
わ
り
付
い
て
い
る
と
い
・
鬼
こ
の
段
は
、
『
古
事
記
』
に
お
け
る
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
ス
サ
ノ
ヲ
訪
問
で
、

オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
ス
サ
ノ
ヲ
の
頭
の
風
を
取
っ
て
や
り
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
歓
心
を
か
う
場
面
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

　
こ
う
し
て
、
山
姥
の
苦
痛
を
取
り
除
い
て
や
っ
た
姫
は
、
岩
屋
の
奥
の
穴
に
匿
わ
れ
、
現
れ
た
鬼
か
ら
も
守
ら
れ
る
。
ま
た
、
礼
物
と
し

て
、
婚
礼
の
支
度
に
使
う
よ
う
に
と
「
小
袋
」
と
、
一
粒
食
べ
れ
ば
二
十
日
は
物
を
食
べ
ず
と
も
力
を
保
つ
と
い
う
「
ふ
じ
大
ぼ
さ
つ
の
御

ま
へ
の
は
な
よ
ね
（
花
米
）
」
を
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
道
中
の
安
全
の
た
め
と
し
て
、
姥
衣
を
与
え
つ
つ
、
花
世
の
姫
の
行
く
べ
き
道
を

指
し
示
す
コ
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「
う
ば
が
ぬ
ぎ
す
て
て
、
き
ぬ
を
き
せ
申
べ
し
、
な
つ
は
あ
ま
り
あ
つ
さ
に
ぬ
ぎ
候
な
り
。
此
う
は
き
ぬ
を
き
た
ま
へ
、
あ
の
み
ね

　
　
を
の
ぼ
り
こ
え
、
み
な
み
の
か
た
よ
り
川
の
流
れ
候
べ
し
、
か
わ
の
す
そ
へ
ゆ
き
給
ふ
べ
か
ら
ず
。
か
わ
か
み
へ
つ
き
て
ゆ
く
さ
き
、

　
　
け
ぶ
り
た
ち
候
は
ば
、
そ
れ
へ
ゆ
き
た
ま
は
ば
、
人
さ
と
へ
つ
き
給
ふ
べ
し
。
」

　
こ
う
し
て
、
山
姥
の
助
力
に
よ
っ
て
、
花
世
の
姫
は
山
中
で
の
危
機
を
脱
し
、
里
に
向
か
っ
て
出
立
す
る
が
、
山
姥
の
与
え
て
く
れ
た
「
小

袋
」
「
富
士
大
菩
薩
の
花
米
」
「
山
姥
が
脱
い
だ
姥
皮
」
は
、
後
の
幸
福
な
結
婚
の
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
改
め
て
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

⑤④③②①
実
行
犯
の
妻
と
の
衣
装
の
交
換

富
士
の
麓
の
姥
が
峰
と
い
う
地
・
長
月
半
ば
と
い
う
時
期

山
姥
の
年
齢

鬼
と
い
わ
れ
る
山
の
主
と
の
婚
姻
関
係

山
姥
の
試
練
と
祝
福
の
呪
物

　
と
い
っ
た
点
で
あ
る
。

　
主
人
公
が
着
せ
ら
れ
る
の
は
、
女
が
普
段
着
て
い
た
麻
の
帷
子
で
あ
る
が
、
顔
を
隠
す
た
め
の
手
拭
と
菅
笠
も
身
に
着
け
さ
せ
る
。
こ
れ

か
ら
入
る
山
へ
の
装
束
で
あ
り
、
死
に
装
束
で
も
あ
る
。
富
士
と
い
え
ば
、
そ
の
名
の
通
り
不
死
に
通
じ
る
場
所
で
あ
り
、
秋
の
十
五
夜
と

い
う
特
殊
な
時
空
間
で
あ
る
。
そ
こ
で
出
会
う
山
姥
は
、
も
と
は
里
に
住
ま
う
人
で
あ
っ
た
が
、
今
は
富
士
の
峰
か
ら
通
う
鬼
の
妻
で
あ
る
。

そ
の
山
姥
を
結
果
的
に
は
助
け
た
こ
と
で
、
山
姥
の
霊
力
を
分
け
与
え
ら
れ
、
祝
福
さ
れ
た
と
い
う
事
に
な
る
で
あ
ろ
・
急
も
と
よ
り
姫
は
、

観
音
の
申
し
子
・
梅
の
花
の
化
身
で
あ
る
。
桜
で
は
な
く
梅
で
は
あ
る
が
、
さ
れ
ば
こ
そ
「
梅
の
は
な
と
申
は
、
世
の
は
な
よ
り
み
ほ
い
を

も
つ
も
の
な
れ
ば
、
万
の
花
に
優
れ
て
、
（
略
）
散
り
て
後
、
実
に
な
り
て
、
あ
だ
に
も
な
さ
ぬ
こ
と
」
と
い
わ
れ
、
永
続
的
な
富
を
も
た
ら

す
と
語
ら
れ
る
。
富
士
の
神
と
言
え
ば
、
山
の
神
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
と
桜
の
化
身
で
あ
る
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
で
あ
る
が
、
こ
と
さ
ら
に

長
命
と
醜
さ
を
強
調
さ
れ
る
岩
屋
の
姥
は
、
イ
ワ
ナ
ガ
ヒ
メ
の
よ
う
で
も
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
細
か
な
状
況
設
定
が
、
『
花
世
の
姫
』
を
説
話
と
し
て
洗
練
さ
せ
、
文
芸
化
し
た
知
識
人
の
作
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、

ま
た
、
背
景
に
記
紀
神
話
に
関
す
る
知
識
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
山
姥
と
い
う
も
の
に
人
々
が
感
じ
取
る
、
本
来
的
な
豊
饒
性
や
、
山
中
他
界

に
抱
く
イ
メ
ー
ジ
が
、
こ
の
物
語
か
ら
は
読
亟
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
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四
　
　
山
行
き
を
通
じ
て

10

　
霊
化
世
の
姫
』
で
語
ら
れ
る
山
姥
は
、
は
じ
め
か
ら
姫
に
対
し
て
同
情
的
で
あ
り
、
他
の
『
姥
皮
』
の
昔
話
で
も
、
基
本
的
に
そ
う
で
あ

る
が
、
昔
話
の
山
姥
が
、
い
つ
で
も
そ
う
な
わ
け
で
は
な
い
。
『
牛
方
山
姥
』
『
お
銀
小
銀
』
『
食
わ
ず
女
房
』
な
ど
、
い
ず
れ
も
、
隙
あ
ら
ば

人
を
食
っ
て
捕
ろ
う
と
、
様
々
な
計
略
を
め
ぐ
ら
す
、
恐
ろ
し
い
存
在
で
あ
る
。

　
こ
の
山
姥
に
対
し
て
五
来
重
氏
は
『
食
わ
ず
女
房
』
課
を
も
っ
て
、
葬
送
儀
礼
と
の
か
か
わ
り
で
分
析
し
て
い
る
。
こ
こ
で
一
旦
、
姥
皮

の
山
姥
か
ら
離
れ
、
山
姥
と
山
行
き
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。
五
来
氏
は
『
食
わ
ず
玄
房
』
に
で
て
く
る
、
桶
の
役
割
に
注
目
し
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
「
食
わ
ず
女
房
」
の
第
二
段
で
は
、
男
が
女
房
の
正
体
を
見
て
暇
を
出
す
と
、
か
な
ら
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
桶
を
貰
っ
て
山
へ
帰

　
　
る
。
そ
の
時
い
ろ
い
ろ
の
手
段
で
、
男
を
桶
に
入
れ
て
担
い
で
い
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
中
略
）
こ
の
昔
話
の
要
素
を
な
す
桶
は
棺
桶
だ
っ
た
と
推
定
し
て
、
山
へ
死
者
を
送
る
「
山
送
り
」
の
葬
送
儀
礼
が
背
景
に
あ
っ

　
　
た
、
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
の
は
、
「
食
わ
ず
女
房
」
が
正
体
を
表
し
た
山
姥
が
、
桶
を
ほ
し
が
っ
た
り
、
桶
に
男
を
入
れ

　
　
て
蓋
を
し
て
縄
を
か
け
て
山
へ
行
く
、
と
い
う
必
然
性
は
、
葬
送
の
桶
棺
（
早
桶
）
よ
り
ほ
か
に
か
ん
が
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
そ
し
て
山
に
は
風
葬
、
林
葬
ま
た
は
土
葬
の
墓
地
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
霊
鬼
と
し
て
の
鬼
婆
や
山
姥
が
出
て
き
て
、
人
を
食
う
と
い
う

　
　
鬼
一
口
の
モ
チ
ー
フ
が
で
き
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
（
中
略
）

　
　
　
ま
た
桶
の
代
わ
り
に
甕
や
瓶
、
袋
、
籠
、
臼
な
ど
と
い
う
の
も
あ
る
。
甕
や
瓶
が
九
州
に
多
い
の
も
、
九
州
で
は
つ
い
最
近
ま
で
甕

　
　
棺
葬
が
の
こ
っ
て
い
た
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
。
（
略
）
こ
の
よ
・
2
な
と
こ
ろ
で
男
が
甕
に
入
れ
ら
れ
て
山
へ
運
ば
れ
る
と
い
う
発
想

　
　
は
、
甕
棺
が
原
型
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
（
中
略
）

　
　
　
桶
の
代
わ
り
に
、
山
姥
が
男
を
袋
に
入
れ
て
担
い
で
ゅ
く
と
い
う
の
は
、
九
州
の
天
草
や
摂
津
の
川
辺
郡
な
ど
に
あ
る
。
こ
れ
も
不

　
　
可
解
な
要
素
で
あ
る
が
、
風
葬
で
は
布
で
死
者
を
掩
っ
た
ら
し
く
、
こ
の
布
を
「
野
草
双
」
と
よ
ん
だ
こ
と
が
、
平
安
末
期
の
葬
送
故

　
　
実
書
『
吉
事
略
儀
』
に
見
え
、
（
略
）
こ
れ
が
の
ち
に
経
帷
子
、
頭
陀
袋
に
な
っ
た
も
の
と
私
は
推
定
し
て
い
る
が
、
昔
話
で
は
こ
れ

　
　
を
袋
と
し
て
語
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
（
中
略
）
我
が
国
の
風
葬
は
、
す
く
な
く
と
も
平
安
時
代
末
の
作
品
で
あ

　
　
る
『
餓
鬼
草
紙
』
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
こ
ろ
の
残
像
か
ら
、
「
あ
だ
し
が
原
」
（
安
達
ヶ
原
）
の
鬼
婆
も
「
食
わ
ず
女
房
」
の



　
　
山
姥
も
生
ま
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
霊
鬼
は
棺
桶
に
あ
た
る
桶
や
、
甕
棺
の
甕
や
、
野
草
衣
の
袋
な
ど
の
薄
気
味

　
　
悪
い
道
具
立
て
を
持
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
九

　
こ
の
五
来
氏
の
指
摘
は
、
興
味
深
く
、
山
姥
が
受
け
持
つ
死
の
イ
メ
ー
ジ
と
恐
怖
を
語
る
上
で
、
大
変
説
得
力
が
あ
る
が
、
筆
者
は
次
の

点
か
ら
全
面
的
な
賛
成
は
出
来
な
い
。

　
第
一
に
、
棺
桶
に
よ
る
埋
葬
が
出
来
る
ほ
ど
大
型
な
桶
が
日
本
で
流
通
す
る
の
は
、
室
町
後
期
以
降
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
第
二
に
、
昔

話
で
語
ら
れ
る
の
は
、
桶
ば
か
り
で
は
な
く
、
籠
や
臼
で
あ
っ
た
り
も
す
る
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
第
一
点
に
つ
い
て
は
、
五
来
氏
自
身
、

九
州
な
ど
で
甕
棺
葬
の
地
域
の
昔
話
で
は
、
甕
が
桶
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
い
る
こ
と
や
、
風
葬
の
野
草
衣
を
検
証
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が

即
ち
、
葬
式
で
使
う
棺
桶
の
用
途
で
あ
る
証
拠
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
疑
問
は
直
接
第
二
点
に
通
じ
、
籠
や
臼
が
棺
桶
と
い
う
埋
葬

用
容
器
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

　
そ
し
て
第
三
に
、
山
姥
の
夫
た
ち
は
、
結
局
は
首
尾
よ
く
逃
げ
お
お
せ
て
、
死
に
至
る
こ
と
は
無
い
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
昔
話
で
は
、

む
し
ろ
山
姥
が
欺
か
れ
て
、
そ
れ
ら
の
容
器
の
中
で
死
に
、
そ
の
死
体
か
ら
新
た
な
作
物
や
財
宝
が
得
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
死

体
化
生
型
の
作
物
起
源
説
話
と
、
山
姥
の
豊
穣
の
女
神
と
し
て
の
分
析
は
、
吉
田
敦
彦
氏
の
論
一
〇
に
詳
し
い
の
で
、
こ
こ
で
は
特
に
触
れ
な

い
。　

五
来
氏
の
論
は
、
主
に
『
食
わ
ず
女
房
』
か
ら
の
昔
話
の
分
析
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
山
姥
の
「
人
食
い
」
と
死
に
重
点
が
置
か
れ
、
上
記

の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
話
は
《
山
》
姥
と
い
う
他
界
か
ら
訪
れ
た
異
類
と
主
人
公
が
、
不
適
切
な
婚
姻

関
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と
で
発
生
し
た
危
機
的
状
況
の
物
語
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
死
者
の
赴
く
場
所
と
し
て
だ
け
で
は
な
い
、
《
山
》
の
違
っ

た
側
面
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
事
の
発
端
は
「
飯
を
食
わ
な
い
で
働
い
て
く
れ
る
女
房
が
欲
し
い
」
と
い
う
、

非
常
に
不
遜
な
男
の
願
い
が
原
因
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
願
望
を
叶
え
る
か
の
よ
う
に
、
山
姥
は
美
女
に
化
け
て
男
を
騙
し
、
影
で
は
破

壊
的
な
食
欲
を
見
せ
、
男
を
追
い
詰
め
て
い
く
。
そ
の
様
子
は
、
ほ
と
ん
ど
男
の
食
り
の
心
に
対
す
る
罰
の
よ
う
で
あ
る
。

　
五
来
氏
は
、
昔
話
の
中
に
宗
教
民
俗
の
反
映
を
見
た
わ
け
だ
が
、
次
に
、
昔
話
と
い
う
よ
り
は
伝
説
と
し
て
各
地
に
残
る
『
姥
捨
て
山
9

棄
老
諌
に
注
目
し
て
、
山
行
き
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
、
吉
川
祐
子
氏
の
論
＝
を
検
討
し
た
い
。

　
吉
川
氏
は
宗
教
民
俗
学
の
立
場
か
ら
、
日
本
の
い
わ
ゆ
る
「
棄
老
諌
」
の
基
層
に
は
、
山
中
他
界
で
の
擬
死
再
生
儀
礼
が
あ
る
と
見
て
い

る
。
棄
老
課
が
概
ね
《
老
人
を
一
旦
は
山
に
捨
て
る
が
、
結
局
は
連
れ
帰
る
》
話
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
話
が
「
擬
死
再
生
の
生
ま
れ

11



清
ま
り
の
た
め
の
他
界
往
来
1
1
山
行
き
」
を
語
る
も
の
だ
か
ら
だ
と
言
う
コ
そ
の
た
め
「
棄
老
諌
の
結
宋
は
概
し
て
棄
老
が
終
わ
っ
た
と
結

ば
れ
、
棄
老
奨
励
の
話
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
捨
て
ら
れ
る
親
の
年
齢
が
、
共
通
し
て
六
十
と
か
六
十
二
歳
と
語
ら
れ
、
そ
れ

が
厄
年
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
論
を
進
め
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
還
暦
の
祝
い
は
厄
払
い
が
前
段
に
あ
り
、
長
い
人
生
で
蓄
積
さ
れ
た

罪
．
稼
れ
を
捨
て
て
生
ま
れ
変
わ
り
、
長
寿
を
願
う
の
だ
と
い
う
。
こ
の
共
通
し
た
年
齢
を
「
木
の
股
年
」
と
も
い
い
、
厄
年
の
も
の
は
十

五
夜
の
晩
、
人
に
見
ら
れ
ぬ
よ
う
家
を
出
て
、
山
中
の
山
の
神
の
依
り
代
と
目
さ
れ
る
二
股
に
分
か
れ
た
木
の
根
元
に
捨
て
ら
れ
る
が
、
老

人
は
そ
こ
で
一
夜
を
過
ご
す
こ
と
で
、
再
び
山
の
神
か
ら
新
た
な
命
を
貰
い
、
富
や
知
恵
を
授
か
る
と
い
う
信
仰
が
あ
っ
た
と
言
う
。

　
ま
た
、
「
山
に
行
く
に
は
背
負
わ
れ
る
か
番
（
モ
ッ
コ
）
な
ど
の
背
負
い
具
で
し
ょ
わ
れ
て
い
き
、
自
ら
歩
い
て
い
く
と
い
う
例
は
皆
無

と
い
っ
て
も
よ
い
。
」
と
の
べ
、
モ
ッ
コ
は
還
暦
の
大
厄
の
依
代
だ
と
い
・
物
そ
し
て
、
五
来
氏
の
「
自
然
葬
法
が
説
話
伝
承
と
し
て
残
っ
た

の
が
棄
老
物
語
」
で
あ
る
と
す
る
説
に
対
し
、
「
自
然
葬
法
の
幽
が
生
ま
れ
清
ま
り
の
揚
と
し
て
選
ば
れ
」
「
何
が
し
か
の
儀
礼
を
受
け
る
と

生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
民
間
の
習
俗
が
説
話
化
し
た
」
の
が
棄
老
諌
な
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

　
吉
川
氏
の
こ
の
分
析
は
、
も
ち
ろ
ん
、
棄
老
伝
説
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
山
姥
が
出
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
山
と
い
う
他
界
に
ど
の
よ
う
な
霊
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
、
山
中
他
界
へ
赴
く
と
い
う
こ
と
に
ど
ん
な
効
用
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
た
の
か
を
明
快
に
示
し
て
い
る
。
現
実
に
民
間
で
行
わ
れ
た
習
俗
を
基
底
に
も
つ
伝
承
で
あ
る
だ
け
に
、
山
姥
や
鬼
と
い
っ
た
衣

類
に
よ
る
生
命
の
危
機
な
ど
は
語
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
一
旦
死
ぬ
」
こ
と
が
本
来
の
山
行
き
の
目
的
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
も
当
然
で

あ
ろ
・
鬼
更
に
、
致
富
型
棄
老
諌
で
は
、
た
だ
捨
て
る
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
苛
烈
な
試
練
が
加
え
ら
れ
る
と
い
・
先
吉
川
氏
は
次
の
よ
う

な
あ
ら
す
じ
の
伝
承
を
引
い
て
い
る
。

　
　
　
「
山
中
小
屋
掛
け
し
た
と
こ
ろ
に
婆
が
捨
て
ら
れ
、
火
を
か
け
ら
れ
る
。
婆
は
、
ほ
と
ん
ど
焼
け
死
な
ん
ば
か
り
の
目
に
あ
っ
た
あ

　
　
と
、
よ
う
や
く
小
屋
か
ら
抜
け
出
し
、
燃
え
の
こ
り
を
焚
き
火
と
し
て
当
た
っ
て
い
る
。
大
勢
の
山
の
鬼
の
子
達
も
火
に
あ
た
り
に
や

　
　
つ
て
来
て
、
婆
を
取
り
囲
み
、
婆
の
股
座
を
覗
き
込
む
。
そ
の
穴
は
何
か
と
問
う
小
鬼
に
婆
は
、
「
山
か
ら
鬼
が
出
て
く
る
と
き
に
、

　
　
こ
の
口
で
食
う
」
と
答
え
る
。
恐
れ
た
鬼
は
、
助
命
嘆
願
し
て
、
宝
の
槌
を
与
え
る
。
婆
は
町
へ
出
て
、
宝
の
槌
の
お
か
げ
で
裕
福
に

　
　
暮
ら
す
ご
（
要
約
は
筆
者
に
よ
る
）

　
こ
の
話
で
は
、
山
で
の
一
夜
を
生
き
延
び
た
婆
は
、
鬼
よ
り
強
い
存
在
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
女
陰
の
強
力
な
力
の
せ
い
で
も
あ
ろ
う

が
、
や
は
り
、
吉
野
氏
の
言
う
「
擬
死
再
生
」
に
よ
る
女
の
霊
力
の
活
性
化
に
よ
る
も
の
と
言
え
よ
・
鬼
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こ
の
吉
川
氏
の
論
点
に
則
っ
て
山
姥
た
ち
を
見
渡
す
と
、
『
花
世
の
姫
』
が
出
会
っ
た
山
姥
も
、
孫
子
の
代
ま
で
長
生
き
し
、
お
そ
ら
く

木
の
股
年
を
迎
え
た
老
婆
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
山
姥
と
い
え
ば
、
金
太
郎
の
母
も
、
『
前
太
平
記
』
で
「
六
十
余
り
な
る
娼
」

と
語
ら
れ
、
険
し
い
山
中
の
粗
末
な
萱
の
住
ま
い
に
、
二
十
歳
ほ
ど
の
「
童
形
」
の
金
太
郎
と
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
山
へ
赴
く
と
き
に
、
背
負
わ
れ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
桶
で
あ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
必
然
で
は
な
い
。

し
か
し
一
方
で
、
山
中
で
の
死
が
前
提
で
あ
る
な
ら
ば
、
五
来
重
の
言
う
よ
う
に
棺
桶
で
あ
る
と
い
う
側
面
も
全
面
的
に
否
定
す
る
に
は
当

た
ら
な
い
。
同
時
に
、
厄
を
負
わ
せ
て
破
棄
す
る
依
代
の
役
目
と
す
る
な
ら
ば
、
桶
と
言
う
密
閉
可
能
な
容
器
で
あ
っ
て
も
よ
い
。

　
筆
者
は
先
に
昔
話
『
瓜
子
姫
と
天
邪
鬼
』
に
つ
い
て
分
析
し
、
瓜
子
姫
と
山
姥
の
織
姫
と
し
て
の
同
質
性
や
対
瞭
性
、
衣
類
の
交
換
の
意

味
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
取
り
上
げ
た
、
関
敬
吾
に
よ
っ
て
標
準
話
型
と
し
て
上
げ
ら
れ
た
秋
田
県
平
鹿
郡
の
昔
話
で
は
、

瓜
子
姫
が
天
邪
鬼
に
騙
さ
れ
て
連
れ
出
さ
れ
る
と
き
、
天
邪
鬼
の
背
に
「
は
ぞ
桶
」
が
背
負
わ
れ
、
そ
の
中
に
瓜
子
姫
が
入
っ
て
連
れ
去
ら

れ
る
こ
と
を
見
た
。
瓜
子
姫
が
背
負
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
も
、
「
草
履
や
下
駄
を
履
い
て
出
か
け
る
と
、
音
が
し
て
人
に
見
つ
か
っ
て

し
ま
う
」
と
、
瓜
子
姫
が
嫌
が
っ
た
た
め
で
あ
る
。
前
述
の
諸
要
素
を
勘
案
す
る
と
、
こ
の
時
瓜
子
姫
は
も
は
や
死
に
ゆ
く
も
の
と
し
て
扱

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
『
姥
皮
』
諌
で
の
擬
死
状
態
の
演
出
と
同
様
の
価
値
を
持
つ
と
も
い
え
よ
・
㍗

　
と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
以
前
か
ら
一
貫
し
て
、
籠
も
る
事
と
そ
こ
か
ら
再
生
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
舞
台
演
劇
の

場
面
転
換
と
同
じ
よ
う
な
し
く
み
で
、
現
実
的
に
は
同
じ
地
球
上
の
同
一
地
点
で
行
わ
れ
る
儀
礼
で
あ
っ
て
も
、
「
場
の
変
遷
」
と
で
も
言
う

べ
き
他
界
と
の
往
来
を
作
り
出
し
、
新
た
な
価
値
を
創
造
す
る
機
能
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
例
え
ば
「
う
つ
ほ
船
」
諒
の
背
景
に
は
、
他
所
で
「
穣
れ
」
た
存
在
と
し
て
捨
て
ら
れ
た
も
の
も
、
流
さ
れ
、
異
な
る
世
界
に
た
ど
り
着

い
て
再
び
解
放
さ
れ
た
時
に
は
、
そ
の
中
に
籠
め
ら
れ
て
い
た
も
の
は
変
容
し
、
も
と
の
も
の
は
死
ん
で
、
新
た
な
価
値
や
生
命
を
持
っ
て

生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
神
話
的
な
思
考
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
籠
も
る
」
と
い
う
こ
と
も
、
い
わ
ゆ
る
家
屋
内
部
で
の
忌

み
籠
も
り
に
限
ら
ず
、
蚕
の
繭
籠
り
と
再
生
の
よ
う
に
、
す
っ
ぽ
り
と
体
を
覆
い
包
む
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
そ
の
機
能
を
果
た

す
も
の
は
着
物
を
は
じ
め
、
裳
や
笠
と
い
っ
た
「
覆
い
隠
す
」
事
の
出
来
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
卑
見
に
よ
れ
ば
、
大
嘗
祭
に

お
け
る
真
床
追
金
（
絹
製
の
袷
の
衣
と
も
い
わ
れ
る
）
も
同
じ
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
籠
も
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
孫
降

臨
の
時
の
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
嬰
児
の
姿
を
と
り
、
天
皇
と
し
て
象
徴
的
に
産
み
返
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
三
。

　
さ
て
、
姥
皮
を
手
に
入
れ
て
下
山
し
た
後
、
主
人
公
は
屋
敷
の
釜
焚
き
や
水
仕
女
と
し
て
雇
わ
れ
、
竈
の
傍
に
住
ま
わ
さ
れ
る
。
こ
の
こ
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と
か
ら
、
姥
皮
諌
を
シ
ン
デ
レ
ラ
タ
イ
プ
と
位
置
づ
け
る
分
類
も
出
て
く
る
の
だ
が
、
主
人
公
は
竈
の
前
と
か
灰
坊
な
ど
と
呼
ば
れ
た
り
も

す
る
。
や
ん
ご
と
な
い
育
ち
で
、
竈
な
ど
使
っ
た
こ
と
の
無
い
姫
君
で
あ
っ
て
も
、
ど
う
に
か
そ
の
仕
事
を
全
う
し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も

無
く
、
火
も
水
も
、
人
間
に
と
っ
て
文
化
的
な
生
活
を
送
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
能
力
を
身

に
着
け
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
、
山
姥
の
恵
ん
で
く
れ
た
力
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
灰
は
農
作
物
を
育
て
る
た
め
に
大
事
な
肥
料
で

も
あ
る
。

　
屋
敷
の
片
隅
で
老
婆
の
姿
に
身
を
や
つ
し
て
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
主
人
公
で
あ
る
が
、
屋
敷
の
若
殿
に
正
体
を
見
ら
れ
て
し
ま
・
鬼
『
姥

皮
』
謂
で
は
、
若
殿
は
恋
の
病
に
落
ち
て
、
床
に
伏
せ
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
こ
に
主
人
公
が
お
茶
や
水
、
食
事
を
運
ん
で
病
が
治
り
、

両
者
は
結
婚
に
至
る
の
で
あ
る
。
関
は
、
こ
の
件
を
「
ご
機
嫌
伺
い
の
条
」
と
位
置
づ
け
て
ま
と
め
て
い
る
が
、
卑
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
も

単
な
る
ご
機
嫌
伺
い
や
本
人
確
認
で
は
な
く
、
山
姥
か
ら
授
け
ら
れ
た
豊
穣
の
霊
力
の
発
揮
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
日
本
の
喫
茶
の
歴
史

を
引
く
ま
で
も
無
く
、
お
茶
も
中
国
か
ら
の
渡
来
時
に
は
華
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
食
事
や
水
と
と
も
に
、
病
人
を
治

す
力
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
入
れ
た
の
は
、
若
殿
が
主
人
公
を
認
め
た
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
飲
食
物
が
、
霊
力
の

強
い
主
人
公
の
も
た
ら
し
た
滋
養
あ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

14

五
　
姥
皮
と
胞
衣

　
と
こ
ろ
で
、
吉
川
氏
は
前
出
の
論
文
で
、
最
後
に
棄
老
諌
の
担
い
手
と
し
て
、
立
山
修
験
道
の
行
者
た
ち
を
想
定
し
て
い
る
。
中
世
以
降

立
山
を
信
仰
し
た
人
々
が
行
っ
た
、
擬
死
再
生
の
逆
修
や
、
布
橋
大
潅
頂
と
い
う
「
オ
ン
バ
サ
マ
」
へ
の
賎
罪
儀
礼
の
隆
盛
を
あ
げ
て
い
る
。

立
山
で
の
オ
ン
バ
サ
マ
は
御
姥
尊
と
も
い
い
、
開
山
慈
興
上
人
（
佐
伯
有
頼
）
の
母
親
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
脱
衣
婆
と
も
同
一
視
さ
れ
る
山

の
神
で
あ
る
。
左
手
に
五
穀
陶
右
手
に
麻
の
種
を
持
つ
像
で
表
さ
れ
、
こ
の
御
姥
尊
像
の
お
召
し
替
え
と
い
う
儀
式
が
二
月
九
日
に
行
わ
れ
、

六
十
二
歳
に
な
る
女
性
が
麻
を
績
ん
で
機
を
織
り
、
着
物
に
仕
立
て
て
納
め
る
の
だ
と
い
う
。

　
こ
の
脱
衣
婆
（
奪
衣
婆
）
は
、
し
ょ
う
つ
か
の
ば
ば
（
葬
頭
河
婆
二
二
途
河
婆
）
の
呼
び
名
も
あ
り
、
懸
双
娼
と
も
呼
ぶ
。
　
三
途
の
川

の
ほ
と
り
に
あ
る
衣
領
樹
と
い
う
大
木
の
下
に
い
て
、
死
者
の
衣
類
を
剥
ぎ
取
り
、
樹
上
の
懸
双
翁
に
渡
す
と
い
う
老
女
で
鬼
の
よ
う
な
姿

で
現
さ
れ
る
。
懸
衣
翁
は
そ
の
衣
類
を
衣
領
樹
に
か
け
、
衣
類
の
重
さ
、
枝
の
し
な
り
具
合
で
生
前
の
罪
の
軽
重
を
定
め
る
と
い
・
鬼
奪
衣



婆
に
つ
い
て
は
十
王
経
な
ど
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
十
王
経
は
中
国
で
成
立
し
た
偽
経
で
、
本
当
の
仏
典
で
は
な
い
と
も
い
・
鬼
し
か
し
、

日
本
に
伝
わ
り
修
験
道
や
民
間
信
仰
と
習
合
し
て
、
登
拝
道
や
街
道
筋
、
村
境
な
ど
に
鎮
座
す
る
よ
う
に
な
り
、
道
祖
神
の
姥
神
と
し
て
祀

ら
れ
て
い
る
。
奪
衣
婆
は
、
三
途
の
川
、
つ
ま
り
幽
明
界
の
境
界
に
居
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
人
間
の
罪
業
を
量
る
神
樹
の
下
に
い
た
た

め
、
山
の
神
に
習
合
し
た
の
で
あ
ろ
・
肱
　
そ
し
て
実
は
、
奪
衣
婆
は
、
死
者
の
衣
を
は
ぐ
だ
け
で
は
な
く
、
新
た
に
人
間
界
に
生
ま
れ
て
く

る
生
命
の
た
め
に
、
胞
衣
を
貸
し
与
え
る
と
い
う
、
役
割
も
併
せ
持
つ
と
い
・
％
つ
ま
り
、
奪
衣
婆
は
死
の
み
な
ら
ず
、
生
を
も
司
る
神
と

し
て
の
姿
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
死
者
の
ま
と
う
経
帷
子
は
い
ざ
知
ら
ず
、
出
産
が
病
院
や
産
院
で
医
療
関
係
者
の
介
助
の
も
と
行
わ
れ
、
胎
盤
を
見
る
機
会

な
ど
無
い
今
日
の
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
胞
衣
と
い
う
《
衣
類
》
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
も
は
や
困
難
で
あ
ろ
う
。

　
胞
衣
と
は
、
現
代
の
医
学
用
語
で
言
う
と
、
胎
盤
を
主
体
と
し
て
こ
れ
に
卵
膜
が
付
い
た
も
の
と
思
っ
て
よ
い
が
、
こ
れ
は
、
出
産
に
際

し
、
正
常
な
場
合
は
胎
児
に
続
い
て
下
り
て
く
る
物
で
、
こ
の
こ
と
を
「
後
産
」
と
い
う
。
胎
児
の
娩
出
後
、
胎
盤
が
子
宮
壁
に
癒
着
し
残

留
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
胎
盤
残
留
は
出
血
や
細
菌
感
染
を
誘
発
し
母
体
に
と
っ
て
も
危
険
な
の
で
、
現
在
の
医
学
で
は
圧
出
ま
た
は
人
為

意
的
な
剥
離
の
処
置
が
施
こ
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
胞
衣
と
は
、
母
体
に
あ
っ
て
胎
児
が
順
調
に
成
育
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ

り
、
「
後
産
と
も
い
う
よ
う
に
、
出
産
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
胎
児
の
分
身
と
し
て
の
意
味
も
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か

ち
、
胞
衣
の
処
置
に
関
し
て
は
感
染
呪
術
的
な
意
識
も
作
用
し
、
注
目
す
べ
き
習
俗
が
行
わ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
社
寺
仏
閣
な
ど
に
納
め

ら
れ
て
い
る
、
胞
衣
塚
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
日
中
の
胞
衣
納
法
の
歴
史
的
展
開
と
信
仰
の
変
遷
、
嬰
幼
児
の
埋
葬
作
法
に
つ
い
て
は
中
村
禎
里
氏
の
詳
細
な
論
考
三
が
あ
る
が
、
特
に

筆
者
が
注
目
す
る
の
は
、
体
内
で
の
胞
衣
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
胞
衣
の
保
存
で
あ
る
。

　
中
村
氏
に
よ
れ
ば
、
「
胞
衣
は
（
体
内
に
あ
る
と
き
胎
児
が
）
笠
の
よ
う
に
被
る
も
の
」
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
と
い
・
傷
こ
れ
は
、

多
く
の
姥
皮
諌
で
、
「
頭
巾
」
や
「
手
拭
」
と
い
っ
た
被
り
物
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
通
じ
、
ま
た
、
『
鉢
か
づ
き
』
で
、
中
に
衣
装
や
宝
物

を
納
め
た
小
箱
を
入
れ
た
鉢
を
主
人
公
の
頭
に
か
ぶ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
も
通
じ
る
。

　
ま
た
、
胞
衣
は
時
代
や
所
属
階
層
に
よ
る
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
腐
敗
防
止
処
理
を
施
し
、
干
し
た
り
ミ
イ
ラ
化
す
る
な
ど
し
て
、
そ
の

形
を
保
存
し
つ
つ
曲
物
の
桶
な
ど
に
入
れ
て
保
存
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
胞
衣
を
塩
や
灰
に
漬
け
脱
水
し
、
そ
の
作
業
は
皮
な
め
し
を

思
わ
せ
る
手
順
を
ふ
み
、
「
皮
」
か
ら
利
用
可
能
な
「
革
」
に
変
化
さ
せ
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
『
花
世
の
姫
』
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で
描
か
れ
た
姥
皮
は
、
胞
衣
を
念
頭
に
置
い
て
絵
画
化
し
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
す
ら
、
筆
者
に
は
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て
こ
れ
ら
の
処
理
を
施
さ
れ
た
嬰
児
の
分
身
で
あ
る
胞
衣
は
、
古
く
中
国
で
は
「
向
堕
趣
の
地
に
納
め
た
も
の
が
、
日
本
に
お
い
て
、

一
定
の
山
な
ど
に
、
共
に
健
や
か
に
伸
び
る
こ
と
を
祈
念
し
、
小
松
を
植
え
て
埋
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
後
に
は
、
庶
民
層
で
は
床
下
や
敷
地

内
に
埋
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
い
・
鬼
寺
の
縁
の
下
で
観
音
を
祈
っ
て
い
た
花
世
の
姫
に
与
え
ら
れ
た
「
姥
皮
」
が
、
体
内
に
あ

っ
て
胎
児
を
慈
し
み
守
っ
て
く
れ
た
胞
衣
で
あ
っ
た
と
い
う
想
定
は
、
あ
な
が
ち
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
・
鬼

　
先
に
、
カ
エ
ル
と
山
姥
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
考
察
を
加
え
た
が
、
ヒ
キ
ガ
エ
ル
が
嬬
蛾
の
化
身
で
あ
っ
た
と
同
様
、
日
本
で
は
ヒ
キ
ガ
エ

ル
に
山
姥
と
の
共
通
点
を
見
出
し
、
女
神
の
豊
饒
性
を
表
象
さ
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
『
花
世
の
姫
』
で
姫
は
姥
の
頭
皮
に
纏
わ
り
付
く
虫

を
取
っ
て
や
っ
た
が
、
角
の
よ
う
な
ボ
ツ
ボ
ツ
し
た
突
起
は
、
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
疵
の
よ
う
で
も
あ
る
。

　
ま
た
、
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
皮
は
、
鹿
を
捕
る
た
め
に
鳴
ら
さ
れ
る
、
鹿
笛
の
材
料
に
も
使
わ
れ
る
。
鹿
笛
は
、
木
や
骨
で
作
っ
た
胴
に
共
鳴

部
と
し
て
蛙
の
皮
を
張
り
、
湿
ら
せ
た
皮
の
部
分
に
指
を
当
て
、
指
を
左
右
に
ず
ら
し
な
が
ら
吹
く
こ
と
で
、
雌
鹿
の
鳴
き
声
に
擬
し
た
音

を
出
す
笛
西
だ
と
い
・
傷
鹿
は
い
う
ま
で
も
無
く
、
山
の
女
神
が
狩
人
に
恵
む
一
番
の
獲
物
で
あ
る
。

　
蛙
の
皮
が
、
山
の
神
に
よ
っ
て
産
み
返
さ
れ
る
胞
衣
で
あ
り
、
そ
れ
に
包
ま
れ
て
い
る
と
き
は
、
一
種
の
仮
死
状
態
と
な
る
。
こ
の
世
に

あ
っ
て
こ
の
世
に
無
い
者
と
し
て
周
囲
の
鬼
や
人
に
対
応
さ
れ
る
の
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
っ
た
。

　
「
姥
皮
」
と
い
う
衣
は
、
単
な
る
変
身
具
で
は
な
く
、
死
と
再
生
の
儀
礼
を
行
う
籠
も
り
の
た
め
の
呪
具
で
あ
り
、
豊
穣
の
源
で
あ
っ
た

と
い
え
る
で
あ
ろ
・
寓
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［
関
敬
吾
『
日
本
昔
話
大
成
第
5
巻
、
本
格
昔
話
四
』
　
角
川
書
店
　
一
九
七
八
年
九
月

二
稲
田
浩
二
・
大
島
建
彦
・
川
端
豊
彦
・
福
田
晃
・
三
原
幸
久
編
『
日
本
北
昇
嬰
孟
崖
（
縮
刷
版
）
　
弘
文
堂
　
一
九
九
四
年
六
月

三
名
古
屋
市
博
物
館
編
集
『
館
臓
品
図
録
1
』
　
名
古
屋
市
博
物
館
　
一
九
八
二
年
十
月

四
以
上
、
注
一
を
参
照
。
以
下
も
特
に
注
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
『
日
本
昔
話
大
成
』
所
収
の
昔
話
を
引
用
し
て
い
る
。

五
碓
井
益
雄
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
蛙
』
法
政
大
学
出
版
会
　
一
九
人
九
年
十
月

六
こ
こ
で
、
念
の
た
め
、
「
ヒ
キ
ガ
エ
ル
」
と
「
ガ
マ
ガ
エ
ル
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
「
ヒ
キ
ガ
エ
ル
」
の
名
称
は
、
そ
の
捕
食
動
作

が
目
に
も
と
ま
ら
ぬ
も
の
で
、
身
じ
ろ
ぎ
も
し
な
い
で
離
れ
た
場
所
の
昆
虫
な
ど
を
舌
で
捕
る
様
子
が
、
「
気
を
発
し
て
惹
ぎ
つ
け
る
」
よ
う



に
思
わ
れ
た
か
ら
付
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
・
傷
ま
た
「
ガ
マ
」
は
蝦
慕
の
中
国
音
の
カ
マ
・
カ
ボ
か
ら
派
生
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ヒ
キ
・
ガ
マ
・
ガ
マ
ガ
エ
ル
・
イ
ボ
ガ
エ
ル
な
ど
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
現
在
の
生
物
学
で
、
ヒ
キ
ガ
エ
ル
亜
目
ー
ヒ
キ
ガ
エ
ル
属
と
分
類
さ

れ
る
、
ず
ん
ぐ
り
と
し
て
大
型
な
カ
エ
ル
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
昔
話
で
語
ら
れ
る
ガ
マ
ガ
エ
ル
と
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
区
別
は
し

な
い
。

七
中
西
進
『
谷
填
考
「
古
代
人
と
自
然
』
小
沢
書
店
　
一
九
八
二
年
三
月

八
広
島
大
学
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
の
図
版
と
翻
刻
を
参
照
し
た
。

九
　
五
来
重
「
『
食
わ
ず
女
房
」
と
女
の
家
」
『
怪
異
の
民
俗
学
5
　
天
狗
と
山
姥
』
小
松
和
彦
編
集
　
河
出
書
房
新
社
　
二
〇
〇
〇
年
十
二

月
所
収
　
三
　
二
～
三
一
四
頁

一
〇
吉
田
敦
彦
『
美
女
と
妖
怪
の
神
話
学
』
名
著
刊
行
会
　
一
九
八
九
年
一
月
　
ほ
か
．

＝
吉
川
祐
子
「
生
ま
れ
清
ま
り
の
民
間
説
話
ー
棄
老
諌
の
宗
教
民
俗
」
一
『
説
話
・
伝
承
学
第
六
号
』
説
話
・
伝
承
学
会
　
一
九
九
八
年

四
月

三
従
来
は
、
真
床
追
金
は
、
新
し
い
天
皇
が
先
帝
の
遺
骸
と
同
金
し
、
古
い
殻
霊
か
ら
の
再
生
を
促
す
た
め
行
う
儀
礼
の
呪
物
と
捉
え
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
破
水
せ
ず
羊
膜
に
包
ま
れ
た
状
態
で
誕
生
す
る
者
は
、
生
涯
に
亘
っ
て
福
徳
に
恵
ま
れ
、
そ
の
胎
衣
は

．
帝
王
の
証
し
で
あ
る
と
い
う
信
仰
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
胞
衣
は
水
難
よ
け
の
お
守
り
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
。
こ
の
よ

う
に
、
胞
衣
の
呪
力
は
強
大
な
も
の
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
（
中
沢
真
一
『
精
霊
の
王
』
参
照
）

三
中
村
禎
里
『
胞
衣
の
生
命
』
海
鳴
社
　
一
九
九
九
年
十
一
月

西
千
葉
徳
爾
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
狩
猟
伝
承
』
法
政
大
学
出
版
会
　
一
九
七
五
年
二
月
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