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「
家
鳴
」
考

毎　
　

原　
　

杏　
　

香

は
じ
め
に

　

建
築
の
不
備
を
始
め
と
す
る
問
題
は
い
つ
の
時
代
も
尽
き
ず
、
建
築
に

関
す
る
不
安
も
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
家
は
心
を
安
ら
げ
る
力

を
持
ち
、
財
産
で
あ
り
、
時
に
雨
風
や
揺
れ
か
ら
身
を
守
っ
て
く
れ
る
も

の
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
空
間
の
中
心
は
自
分
で
あ
る
。
そ
の
空
間
の

原
点
と
な
る
住
居
は
生
活
の
起
点
と
な
る
た
め
、
少
し
で
も
多
く
の
不
安

を
家
か
ら
取
り
除
こ
う
と
す
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
私
た
ち
は
家
に
安
心

領
域
と
し
て
の
意
義
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

日
本
人
は
昔
か
ら
揺
れ
を
恐
れ
て
い
た
よ
う
で
、
地
震
を
「
な
ゐ
」
と

よ
ん
で
い
た
。
地
の
意
で
あ
る
「
な
」
に
「
ゐ
（
居
）」
が
つ
い
た
も
の

で
、
原
義
は
大
地
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
が
、「
な
ゐ
震
る
」、「
な
ゐ

揺
る
」
か
ら
後
に
「
な
ゐ
」
の
み
で
地
震
を
意
味
す
る
よ
う
に
変
化
し
て

い
っ
た
。
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
に
成
立
し
た
鴨
長
明
の
随
筆
『
方
丈

記
』
に
は
元
暦
の
大
地
震
に
つ
い
て
「
恐
れ
の
な
か
に
恐
る
べ
か
り
け
る

は
、
た
だ
な
ゐ
な
り
け
り
と
こ
そ
覚
え
侍
り
し
か
」
と
い
う
一
文
が
あ

る
。
当
時
か
ら
日
本
と
地
震
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
で
あ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。

　

ま
た
、
地
で
は
な
く
家
の
み
が
揺
れ
る
と
い
っ
た
現
象
も
あ
っ
た
よ
う

だ
。
人
々
は
理
由
な
く
起
こ
る
現
象
と
し
て
、
そ
れ
を
「
家
鳴
」
と
名
付

け
た
。
家
鳴
は
家
屋
が
鳴
り
動
く
こ
と
や
そ
の
音
を
意
味
す
る
。
後
崇
光

院
（
伏
見
宮
貞
成
親
王
）
の
日
記
で
あ
る
『
看
聞
御
記
』
嘉
吉
三
年
（
一

四
四
三
）
八
月
十
日
条
に
は
「
或
は
人
の
よ
り
あ
ふ
お
と
な
ひ
、
や
な
り

等
有
奇
異
事
云
々
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
然
現
象
の
地
震
と

は
異
な
り
、
家
鳴
は
怪
異
現
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
の
家
鳴
に
関
す
る
話
は
日
本
各
地
に
伝
承
と
し
て
残
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
多
く
の
人
が
共
通
し
て
体
験
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
そ
れ
ら
の
話
か
ら
家
鳴
に
は
二
つ
の
意
義
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
ま
ず
一
つ
目
は
家
宅
鳴
動
と
い
っ
た
怪
異
現
象
で
あ
る
。
ま
た
、
家

鳴
は
西
欧
で
い
う
と
こ
ろ
の
ポ
ル
タ
ー
ガ
イ
ス
ト
現
象
や
ラ
ッ
プ
現
象
の

類
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ポ
ル
タ
ー
ガ
イ
ス
ト
現
象
と
は
、

物
理
的
な
原
因
な
し
に
物
体
移
動
や
音
の
発
生
な
ど
騒
が
し
い
状
態
が
生

じ
る
、
通
常
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
現
象
で
あ
る
。
二
つ
目
は
妖
怪
の
存

在
と
し
て
の
名
前
で
あ
る
。
日
本
で
は
次
第
に
、
妖
怪
が
家
宅
鳴
動
と
い
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っ
た
怪
異
現
象
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ

の
妖
怪
の
存
在
を
家
鳴
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
家
鳴
を
描

い
た
も
の
と
し
て
印
象
的
な
も
の
は
鳥
山
石
燕
の
『
百
鬼
夜
行
』（
安
永

五
年
〈
一
七
七
六
〉
刊
）
の
「
鳴
屋
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
怪
異
現
象
と
存

在
の
二
つ
の
意
味
を
合
わ
せ
持
つ
も
の
が
家
鳴
と
い
う
妖
怪
な
の
で
あ

る
。

第
一
章
　
家
鳴
現
象
と
逆
柱

　

こ
の
章
で
は
家
宅
鳴
動
と
い
っ
た
家
鳴
現
象
に
つ
い
て
考
察
し
て
い

く
。
家
鳴
現
象
の
原
因
は
様
々
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
な
か
で

も
と
り
わ
け
逆
柱
は
家
鳴
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た
よ
う
だ
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
逆
柱
を
中
心
に
家
鳴
現
象
を
読
み
解

い
て
い
く
。

　

逆
柱
と
は
、
材
木
の
根
元
を
上
に
し
た
柱
の
こ
と
で
あ
り
、
不
吉
な
も

の
で
あ
り
忌
み
嫌
わ
れ
て
い
た
。
朋
誠
堂
喜
三
二
作
の
滑
稽
本
『
羽
勘
三

台
図
絵
』（
寛
政
三
年
〈
一
七
九
一
〉
刊
）
で
は
「
此
黒
柱
は
逆
柱
な
ど

に
て
も
あ
る
か
。
え
て
亡
魂
な
ど
の
出
た
が
る
は
し
ら
な
り
」
と
記
述
が

あ
り
、
逆
柱
か
ら
亡
霊
が
出
て
く
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
伴

蒿
蹊
著
の
随
筆
『
閑
田
次
筆
』（
文
化
三
年
〈
一
八
〇
六
〉
刊
）
に
は

「
病
者
多
く
出
き
し
か
ば
、
卜
者
を
た
の
み
て
筮
さ
せ
し
に
、
こ
れ
は
逆

木
柱
の
祟
り
な
り
と
い
ふ
」
と
あ
り
、「
世
に
逆
木
柱
を
用
た
る
家
は
、

鳴
動
す
と
い
ひ
な
ら
は
す
」
と
も
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
家
内
に

害
を
な
し
、
家
鳴
現
象
の
原
因
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た注１
。
井
原
西
鶴
の

『
西
鶴
織
留
』（
元
禄
七
年
〈
一
六
九
四
〉
刊
）
で
は
、
大
家
の
女
房
の
鼻

が
天
狗
の
よ
う
だ
と
言
っ
た
の
を
聞
き
と
が
め
ら
れ
、
家
を
移
り
替
わ
る

こ
と
に
な
る
、「
家
主
殿
の
鼻
柱
」
と
い
う
話
が
あ
る
。
大
家
に
追
い
出

さ
れ
た
夫
婦
は
引
っ
越
し
を
す
る
が
、
厄
に
見
舞
わ
れ
土
地
を
転
々
と
す

る
う
ち
に
喧
嘩
別
れ
を
し
て
し
ま
う
。
そ
の
厄
の
一
つ
と
し
て
、
逆
柱
の

祟
り
の
あ
る
家
で
、
夫
婦
が
夜
な
夜
な
虹
梁
が
崩
れ
る
よ
う
な
響
く
音
を

聴
く
描
写
が
あ
る
。　

　

柱
の
持
つ
意
味
を
探
る
た
め
、
ま
ず
は
日
本
の
屋
敷
観
に
つ
い
て
考
察

し
て
い
く
。
建
築
儀
礼
の
一
つ
に
、
家
屋
の
建
築
で
初
め
て
柱
を
建
て
る

祝
賀
の
儀
式
と
し
て
柱
立
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
柱
の
組
み
立
て
は
頂
部

に
棟
木
を
上
げ
る
こ
と
で
完
成
す
る
。
そ
し
て
柱
、
棟
、
梁
な
ど
主
な
骨

組
み
を
組
み
上
げ
た
祭
事
と
し
て
、
建
築
儀
礼
の
中
で
は
最
大
の
祝
い
と

さ
れ
て
い
る
上
棟
式
が
あ
る
。
上
棟
式
に
は
神
霊
を
家
に
祀
り
こ
む
信
仰

上
の
意
味
と
、
山
の
神
か
ら
木
を
も
ら
っ
た
こ
と
へ
の
感
謝
の
意
味
が
あ

る
と
い
う
。
ま
た
、
式
で
は
棟
梁
が
祝
詞
を
読
み
上
げ
、
弓
を
鬼
門
の
方

角
に
向
け
て
打
つ
仕
草
を
す
る
弓
引
き
を
行
う
こ
と
で
魔
を
払
う
。

　

一
方
、
棟
木
に
は
人
の
死
に
関
す
る
習
俗
も
存
在
す
る
。
臨
終
あ
る
い

は
死
の
直
後
に
死
者
の
名
を
呼
ぶ
魂
呼
び
と
い
う
習
俗
で
あ
る
。
屋
根
や

木
に
登
っ
て
叫
び
、
霊
魂
を
呼
び
戻
す
こ
と
で
死
者
を
甦
ら
せ
よ
う
と
す

る
。
こ
れ
は
身
体
か
ら
霊
魂
が
出
入
り
す
る
と
い
う
信
仰
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
死
者
の
体
か
ら
出
た
霊
魂
は
屋
根
の
棟
に
行
く
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。
棟
木
と
生
死
に
関
し
て
津
山
正
幹
氏
は
、「
上
棟
式
を
も
っ
て
神
霊

を
棟
木
に
降
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
棟
木
は
霊
力
を
得
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
霊
力
は
、
家
人
の
生
死
を
司
る
よ
う
な
も
の
で
、
棟
木
に
生
死

の
習
俗
が
表
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
」
と
述
べ
て
い
る注２
。
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柱
は
空
間
領
域
や
秩
序
を
作
り
だ
す
。『
古
事
記
』
で
伊
邪
那
岐
命
と

伊
邪
那
美
命
の
二
柱
が
天
の
御
柱
を
立
て
て
婚
姻
し
、
国
を
生
み
出
し
た

よ
う
に
、
柱
は
人
々
に
と
っ
て
神
聖
な
も
の
で
あ
り
、
神
の
依
り
代
と
さ

れ
て
い
た
。
土
木
、
建
築
工
事
を
起
工
す
る
前
に
、
そ
の
土
地
の
神
を
祀

っ
て
工
事
の
安
全
を
祈
る
地
鎮
祭
で
は
神
籬
と
い
う
場
所
を
つ
く
る
た

め
、
四
方
の
隅
に
榊
な
ど
常
緑
の
樹
木
を
立
て
、
し
め
縄
で
囲
う
こ
と
で

神
の
依
り
代
と
し
て
の
聖
域
を
作
り
だ
す
。
柱
を
神
の
依
り
代
と
し
て
考

え
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
四
隅
に
柱
を
立
て
て
い
る
日
本
の
伝
統
的
住
居
に

も
上
棟
式
な
ど
の
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

長
野
県
諏
訪
地
方
の
諏
訪
大
社
に
お
け
る
行
事
と
し
て
、
寅
年
と
申
年

の
春
に
行
わ
れ
る
御
柱
祭
が
あ
る
。
最
長
五
尺
五
寸
の
も
み
の
大
木
を
神

山
か
ら
切
り
出
し
て
き
て
境
内
の
四
隅
に
建
て
る
神
事
が
祭
り
の
中
心
で

あ
り
、
神
木
を
氏
子
た
ち
が
離
れ
た
深
山
か
ら
、
木
遣
歌
を
歌
い
な
が
ら

里
に
向
け
て
引
き
出
し
て
く
る
。
御
柱
の
宗
教
的
意
味
と
し
て
は
、
神
の

降
臨
を
招
く
依
り
代
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
神
野
善
治
氏
は
御
柱
は

ヤ
シ
ロ
そ
の
も
の
の
表
象
で
あ
り
、
御
柱
は
諏
訪
の
カ
ミ
の
た
め
の
構
築

物
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る注３
。
ま
た
御
柱
に
選
ば
れ
る
よ
う
な
立
派
な
大
木

は
山
の
神
の
座
と
し
て
神
霊
の
依
り
つ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
。
伐
採

す
る
た
め
に
山
の
神
に
大
木
を
い
た
だ
く
こ
と
へ
の
許
し
を
乞
い
、
こ
の

木
は
、
こ
れ
か
ら
諏
訪
の
カ
ミ
に
供
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
宣
言
す

る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
神
野
氏
は
、
山
の
自
然
に
育
ま
れ
た
「
木
」

を
、
い
か
に
人
間
の
世
界
に
引
き
寄
せ
、
い
か
に
人
工
の
手
を
加
え
て
カ

ミ
の
用
に
供
せ
ら
れ
る
象
徴
的
な
柱
へ
と
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で

き
る
か
が
重
要
で
あ
る
と
い
う注４
。
こ
の
よ
う
に
山
の
神
か
ら
木
を
も
ら
う

と
い
う
発
想
は
、
民
家
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
岩
井
宏

實
氏
は
、
人
間
と
同
じ
く
樹
木
は
年
々
成
長
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
生
が
あ
り
霊
が
あ
る
た
め
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
た
。
樹
木
は
そ
う
し

た
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
お
ろ
そ
か
に
し
た
と
き
、
当
然
そ
の

霊
が
怪
な
る
現
象
を
起
こ
す
と
幻
想
す
る
と
指
摘
し
て
い
る注５
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
材
木
の
上
下
を
逆
さ
に
す
る
こ
と
は
、
木
が
本
来
生
え

て
い
た
方
向
、
つ
ま
り
は
天
地
の
理
に
背
く
こ
と
に
加
え
て
、
神
の
依
り

代
と
し
て
生
き
る
樹
木
を
逆
さ
に
し
て
災
厄
を
招
く
こ
と
に
な
り
、
そ
う

な
ら
な
い
よ
う
、
人
々
は
逆
柱
を
忌
み
嫌
っ
て
避
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　

妖
怪
を
テ
ー
マ
と
し
た
狂
歌
に
挿
絵
を
付
け
て
構
成
さ
れ
た
天
明
老
人

編
、
竜
閑
斎
画
『
狂
歌
百
物
語
』
巻
三
（
嘉
永
六
年
〈
一
八
五
三
〉
刊
）

に
も
逆
柱
が
登
場
す
る
。

家
鳴
り
す
る
さ
か
さ
柱
に
逃
げ
出
だ
す
己
が
足
も
空
ざ
ま
に
し
て

 

（
松
の
門
鶴
子
）

物
事
も
逆
さ
柱
の
祟
り
か
と
家
鳴
り
に
騒
ぐ
上
を
下
へ
と 

（
星
屋
）

家
鳴
り
し
て
四
方
を
睨
む
目
も
下
を
向
き
て
立
ち
た
る
逆
柱
は

 

（
腹
光
）

逆
柱
杢
目
も
凄
く
な
り
ひ
ゞ
く
家
の
地
棟
の
丑
三
つ
の
比

 

（
桃
太
郎
団
子
）

　

こ
の
四
首
か
ら
は
逆
柱
の
祟
り
と
し
て
家
鳴
が
起
き
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
夜
に
明
か
り
の
な
い
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
家
宅
鳴
動
は
恐
ろ
し

い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
で
は
何
故
こ
の
よ
う
に
忌
み
嫌
わ
れ
て
い

た
逆
柱
が
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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日
光
東
照
宮
の
陽
明
門
は
逆
柱
が
あ
る
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
陽
明
門

の
逆
柱
は
、
立
派
に
な
り
す
ぎ
る
こ
と
へ
の
恐
れ
や
「
建
物
は
完
成
と
同

時
に
崩
壊
が
始
ま
る
」
と
い
う
考
え
方
か
ら
わ
ざ
と
柱
の
上
下
を
逆
に
し

て
い
る
。
し
か
し
こ
の
理
由
は
魔
除
け
と
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
妖
怪
伝

承
の
逆
柱
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
妖
怪
伝
承
と
し
て
の
逆
柱
が
建
て

ら
れ
た
例
と
し
て
、
同
じ
く
『
狂
歌
百
物
語
』
内
の
次
の
狂
歌
を
見
て
み

る
。

飛
驒
山
を
伐
り
き
て
立
し
逆
ば
し
ら
何
の
た
く
み
の
仕
業
な
る
ら
ん

 

（
金
剛
舎
玉
芳
）

　
「
た
く
み
」
に
は
二
通
り
の
読
み
が
で
き
る
。
木
材
で
物
を
作
る
職
人
、

大
工
を
意
味
す
る
「
匠
」
と
、
悪
い
こ
と
の
計
画
や
陰
謀
を
意
味
す
る

「
企
み
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
柱
が
大
工
に
よ
っ
て
ぞ
ん
ざ
い
に
扱
わ
れ
、

う
っ
か
り
逆
さ
に
建
て
ら
れ
た
場
合
と
、
悪
意
が
あ
っ
て
故
意
に
逆
さ
に

建
て
ら
れ
た
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
か
は
家
に
よ
っ
て
異

な
る
だ
ろ
う
が
、
有
害
な
も
の
と
し
て
当
時
の
人
々
に
周
知
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。

　

小
泉
八
雲
は
、『
狂
歌
百
物
語
』
内
の
気
に
入
っ
た
四
十
八
首
を
「
ゴ

ブ
リ
ン
・
ポ
エ
ト
リ
ー
」
と
し
て
英
訳
し
た
。『
小
泉
八
雲
全
集
』
で
は

和
訳
の
解
説
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
逆
柱
に
つ
い
て
触
れ
て
い

る
。

古
昔
は
そ
ん
な
失
策
は
、『
逆
さ
』
柱
は
有
害
な
事
を
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
妖
異
な
不
快
な
結
果
を
惹
起
す
も
の
と
信
じ

ら
れ
て
居
た
。
夜
は
唸
つ
た
り
呻
い
た
り
し
、
そ
の
上
、
そ
の
魂
は

（
家
の
柱
に
は
悉
く
魂
を
有
つ
て
居
る
か
ら
）
そ
の
木
材
か
ら
、
そ

の
長
い
躰
を
外
づ
し
て
、
頭
を
下
に
し
、
顰
め
面
で
人
を
見
な
が
ら

部
屋
部
屋
を
う
ろ
つ
き
あ
る
く
。
そ
れ
だ
け
で
は
無
か
っ
た
。
サ
カ

サ
バ
シ
ラ
は
家
中
の
事
の
凡
て
を
狂
は
せ
る
こ
と
を
─
家
庭
の
争
ひ

を
醸
す
こ
と
を
─
家
の
人
や
召
使
に
不
幸
を
た
く
ら
む
こ
と
を
─
大

工
の
過
失
を
見
付
け
て
直
す
と
き
ま
で
は
生
き
て
い
く
こ
と
が
殆
ど

堪
へ
ら
れ
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
─
知
つ
て
居
た
の
で
あ
る注６
。

　

こ
の
解
説
で
は
、
柱
か
ら
魂
が
出
て
う
ろ
つ
く
と
し
て
い
る
。
確
か
に

鳥
山
石
燕
の
描
い
た
『
百
鬼
夜
行
』（
図
1
）
や
、
こ
の
『
狂
歌
百
物
語
』

の
挿
絵
（
図
2
）
に
は
、
柱
か
ら
逆
さ
ま
に
出
て
く
る
亡
霊
が
描
か
れ
て

い
る
。
死
霊
は
し
っ
か
り
と
鎮
魂
さ
れ
て
い
れ
ば
い
い
が
、
鎮
魂
が
さ
れ

て
い
な
い
と
怨
霊
と
な
り
、
祟
り
を
起
こ
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
先
述

し
た
よ
う
に
柱
や
棟
木
は
霊
魂
を
宿
し
、
生
死
を
司
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
考
え
か
ら
、
重
要
な
柱
が
逆
さ
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
鎮
め

ら
れ
て
い
た
魂
が
逆
流
し
出
て
き
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
『
百
鬼
夜
行
』
と
『
狂
歌
百
物
語
』
の
逆
柱
の
描
か
れ
方
の
違
い

を
比
べ
て
み
る
。『
百
鬼
夜
行
』
で
は
い
く
つ
か
の
亡
霊
が
す
る
す
る
と

柱
か
ら
出
て
く
る
の
に
対
し
て
『
狂
歌
百
物
語
』
で
は
髪
の
長
い
、
女
と

思
わ
れ
る
亡
霊
が
柱
に
絡
み
つ
い
て
い
る
。
魂
が
出
て
う
ろ
つ
く
の
で
あ

れ
ば
『
百
鬼
夜
行
』
の
よ
う
な
描
か
れ
方
で
よ
い
は
ず
で
あ
る
が
、
何
故

『
狂
歌
百
物
語
』
で
は
性
別
が
分
か
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

宮
田
登
氏
は
家
宅
鳴
動
に
は
若
い
下
女
が
関
わ
っ
て
お
り
、
土
地
や
家

に
こ
も
っ
て
い
る
霊
を
引
き
出
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
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る
。
そ
の
典
型
例
と
し
て
、
江
戸
時
代
末
期
の
俗
信
の
一
つ
で
あ
る
「
池

袋
の
女
」
を
挙
げ
て
い
る
。
あ
る
下
女
を
雇
っ
た
と
こ
ろ
、
家
中
で
家
宅

鳴
動
と
い
っ
た
現
象
が
起
き
て
し
ま
う
。
下
女
の
出
身
地
を
尋
ね
る
と
池

袋
で
あ
る
と
い
う
。
下
女
に
暇
を
与
え
家
の
外
に
出
し
た
と
こ
ろ
、
家
鳴

震
動
が
治
ま
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
下
女
の
出
身
地
は
池
袋
だ
け

で
は
な
く
沼
袋
や
池
尻
の
場
合
も
あ
る
。
若
い
女
性
に
関
し
て
宮
田
氏

は
、　

こ
の
こ
と
は
若
い
女
性
が
、
非
日
常
的
な
状
況
に
陥
っ
た
時
独
特
な

潜
在
的
な
能
力
が
生
じ
、
そ
れ
が
霊
力
と
し
て
発
現
し
て
く
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
女
性
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
パ
ワ
ー
と
場
所
霊
と

が
相
乗
作
用
を
起
こ
し
た
場
合
、
土
地
に
こ
も
る
怨
念
が
、
ひ
と
昔

前
の
民
間
伝
承
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
具
体
的
な
形
を

と
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
怨
念
が
祟
り
を
媒
介
に
し
て
幽
霊
と
か

化
け
物
と
な
っ
て
出
現
し
て
く
る
が
、
そ
の
場
合
、
そ
こ
に
居
合
わ

せ
た
若
い
女
性
が
、
何
ら
か
の
形
で
、
現
実
に
住
ん
で
い
る
人
間
た

ち
に
伝
え
る
媒
介
機
能
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る注７
。

と
、
考
察
し
て
い
る
。
ほ
か
に
も
「
番
町
皿
屋
敷
」
の
お
菊
を
は
じ
め
、

化
け
物
屋
敷
の
話
に
は
女
性
が
関
わ
っ
て
く
る
場
合
が
多
い
と
い
う
。

　

建
築
儀
礼
の
中
で
家
の
柱
を
建
て
た
と
き
に
、
そ
の
柱
の
下
に
女
性
の

櫛
や
鏡
を
柱
の
下
に
埋
め
る
こ
と
が
あ
る
。
由
来
と
し
て
は
、
大
工
が
柱

を
短
く
切
っ
て
し
ま
い
、
女
房
の
知
恵
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
が
、
こ
の

こ
と
が
発
覚
す
る
の
を
恐
れ
て
、
大
工
は
女
房
を
殺
し
て
し
ま
う
。
そ
の

供
養
の
た
め
に
櫛
な
ど
を
埋
め
る
よ
う
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
化
け
物
屋
敷
と
媒
介
と
し
て
の
若
い
女
性
の
関
係
と
、
建

（
図
1
）『
百
鬼
夜
行
』「
逆
柱
」　

＊
『
鳥
山
石
燕
図
画
図
百

鬼
夜
行
全
画
集
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）

（
図
2
）『
狂
歌
百
物
語
』「
逆
柱
」
＊
『
妖
怪
画
本
・
狂
歌
百
物
語
』（
国

書
刊
行
会
）
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築
儀
礼
に
お
け
る
女
人
犠
牲
の
由
来
か
ら
、『
狂
歌
百
物
語
』
内
で
は
逆

柱
か
ら
出
て
く
る
亡
霊
に
「
化
け
物
屋
敷
＝
女
」
と
い
う
考
え
方
を
加
え

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。　

　

木
材
や
柱
と
い
っ
た
神
聖
な
も
の
と
し
て
祀
る
も
の
を
、
無
意
識
か
故

意
で
あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
が
逆
さ
に
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
山
の
神
か

ら
も
ら
っ
て
き
た
木
を
粗
雑
に
扱
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
で
は

自
然
と
の
調
和
が
取
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
人
々
の
心
の
中
で
こ
の
よ

う
な
恐
れ
と
、
安
全
区
域
だ
っ
た
自
分
の
家
が
闇
に
包
ま
れ
る
不
安
が
組

み
合
わ
さ
っ
た
と
き
、
家
鳴
現
象
が
引
き
起
こ
る
の
で
あ
ろ
う
。
死
者
の

霊
魂
が
棟
木
に
行
く
ま
で
の
通
り
道
と
な
る
柱
が
逆
さ
に
な
る
こ
と
で
霊

魂
が
あ
ふ
れ
出
す
。
逆
柱
に
よ
る
家
鳴
現
象
は
、
大
工
の
過
失
を
見
付
け

て
直
す
ま
で
は
続
く
と
い
う
。
家
鳴
と
は
自
然
に
反
す
る
こ
と
に
恐
れ
を

持
つ
人
間
の
心
理
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

の
こ
と
か
ら
家
鳴
現
象
は
、
祀
る
べ
き
柱
を
逆
柱
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と

に
対
す
る
人
間
へ
の
一
種
の
警
告
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
章
　
超
自
然
的
存
在
と
し
て
の
家
鳴�

�

─
家
鳴
が
小
鬼
の
姿
に
な
る
ま
で
の
経
緯

第
一
節　

造
形
化
さ
れ
た
家
鳴

　

超
自
然
的
存
在
と
し
て
の
家
鳴
の
存
在
を
描
い
た
も
の
と
し
て
有
名
な

も
の
は
鳥
山
石
燕
が
描
い
た
『
百
鬼
夜
行
』（
安
永
五
年
刊
）
の
「
鳴
屋
」

（
図
3
）
で
あ
る
。

　
『
百
鬼
夜
行
』
で
は
、
家
鳴
で
は
な
く
「
鳴
屋
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て

い
る
。「
家
」
を
鳴
動
さ
せ
る
か
、「
屋
敷
」
を
鳴
動
さ
せ
る
か
の
わ
ず
か

な
違
い
に
よ
る
命
名
で
あ
り
、
妖
怪
に
対
す
る
発
想
は
同
じ
で
あ
る
。
こ

の
鳴
屋
の
特
徴
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
角
が
生
え
た
小
鬼
の
姿
を
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
服
を
着
た
小
鬼
が
屋
敷
の
縁
側
に
乗
っ
て
い
る

も
の
が
二
体
、
そ
の
下
に
三
体
、
そ
し
て
柱
を
摑
ん
で
い
る
も
の
が
二
体

の
計
七
体
が
集
っ
て
い
る
。
ど
の
小
鬼
も
表
情
が
豊
か
で
あ
り
、
屋
敷
を

揺
ら
し
て
騒
ご
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

速
水
春
暁
斎
が
描
い
た
絵
本
読
本
の
『
絵
本
小
夜
時
雨
』（
寛
政
十
二

年
刊
）（
図
4
）
に
も
小
鬼
の
姿
を
し
た
家
鳴
が
登
場
す
る
。

寛
永
の
比
、
若
州
の
侯
家
に
仕
へ
し
近
藤
某
が
家
、
ゆ
へ
な
う
し
て

家
鳴
り
ひ
ゞ
き
襖
戸
障
子
を
ゆ
る
事
度
々
な
り
。
傍
輩
の
士
七
八
人

申
合
せ
、「
我
々
行
向
ひ
、
怪
き
物
を
手
捕
に
せ
ん
」
と
、
宵
よ
り

彼
家
に
ゆ
き
て
ま
つ
に
、
さ
ら
に
物
音
も
せ
ざ
り
し
か
ば
、「
さ
れ

ば
こ
そ
我
々
が
威
に
恐
れ
て
出
ざ
り
し
物
よ
」
と
云
の
ゝ
し
り
ほ
ど

に
、
俄
に
身
ふ
る
ひ
身
体
す
く
み
し
が
、
こ
は
口
お
し
や
と
思
ふ
と

こ
ろ
に
、
家
鳴
り
出
し
、
奥
の
方
に
立
さ
わ
ぐ
音
す
。
彼
士
等
忽
ち

打
倒
れ
這
々
の
体
に
て
逃
帰
り
ぬ
。
同
じ
家
中
に
逸
見
某
な
る
老
人

聞
て
近
藤
氏
が
家
に
向
ひ
、
鳴
弦
の
法
を
行
ひ
し
か
ば
、
怪
異
忽
ち

に
止
た
り
し
と
な
り
。

　

こ
の
作
品
で
は
家
鳴
が
十
一
匹
ほ
ど
部
屋
中
に
散
っ
て
い
る
こ
と
が
見

て
取
れ
る
。『
百
鬼
夜
行
』「
鳴
屋
」
と
比
較
す
る
と
よ
り
小
さ
く
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

第
二
節　

鬼
と
家
鳴

　

次
に
、
ど
う
し
て
家
鳴
が
小
鬼
の
姿
と
し
て
造
形
化
さ
れ
て
い
っ
た
の

か
考
察
し
て
い
く
。
ま
ず
は
人
々
に
と
っ
て
鬼
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
考
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え
て
い
く
。

　

南
清
彦
氏
は注８、
こ
の
鬼
を
精
霊
的
鬼
と
実
在
的
鬼
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ

に
ま
と
め
て
い
る
。
精
霊
的
鬼
が
妖
怪
で
あ
り
、
実
在
的
鬼
は
異
文
化
の

者
な
ど
人
間
を
指
す
。
南
氏
は
、
精
霊
的
鬼
を
「
遺
族
を
脅
迫
す
る
死

霊
」、「
天
体
を
支
配
す
る
精
霊
」、「
気
候
や
作
況
に
異
変
を
起
こ
さ
せ
る

精
霊
」、「
地
変
を
起
こ
さ
せ
る
精
霊
」、「
動
植
物
な
ど
の
精
霊
」
の
五
つ

に
分
類
を
し
て
い
る
。
私
は
こ
の
分
類
の
中
で
、
家
鳴
は
、
死
霊
、
天

体
、
気
候
、
地
変
の
四
点
に
当
て
は
ま
る
性
質
を
持
つ
と
考
え
た
。
そ
の

た
め
南
氏
の
分
類
法
に
沿
っ
て
、
ど
う
し
て
家
鳴
が
鬼
の
姿
で
描
か
れ
た

の
か
に
つ
い
て
探
っ
て
い
く
。

　

ま
ず
、
遺
族
を
脅
迫
す
る
死
霊
と
し
て
の
鬼
を
み
て
い
く
。
平
安
時
代

に
盛
ん
に
行
わ
れ
た
方
術
で
あ
る
、
中
国
起
源
の
陰
陽
五
行
の
思
想
に
基

づ
く
陰
陽
道
は
、
病
気
な
ど
の
災
い
が
起
き
る
原
因
は
死
霊
に
よ
る
も
の

だ
と
考
え
て
い
た
。
天
地
万
物
の
霊
魂
を
「
鬼
神
」
と
よ
ん
だ
り
、
死
者

の
名
や
死
亡
年
月
日
な
ど
を
記
し
て
お
く
帳
簿
を
「
鬼
籍
」
と
い
う
の

は
、
こ
の
よ
う
な
死
霊
＝
鬼
と
い
う
考
え
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
章

で
は
逆
柱
と
亡
霊
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
た
。
木
材
や
柱
に
宿
る
霊
を
お

ろ
そ
か
に
し
た
結
果
、
祟
り
と
し
て
家
鳴
が
起
こ
っ
た
。
逆
柱
か
ら
亡
霊

が
出
て
屋
敷
を
う
ろ
つ
く
と
い
う
考
え
方
と
、
死
霊
は
鬼
で
あ
る
と
い
う

発
想
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
柱
に
よ
る
家
鳴
現
象
と
死

霊
と
し
て
の
鬼
が
結
び
つ
い
た
結
果
、
家
鳴
が
鬼
の
姿
を
得
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
、
天
体
を
支
配
す
る
精
霊
と
し
て
の
鬼
で
あ
る
。
夜
に
明
か
り
の

な
か
っ
た
時
代
の
人
々
は
、
月
や
星
明
り
で
作
業
を
行
い
、
方
角
を
知
っ

（
図
3
）『
画
図
百
鬼
夜
行
』「
鳴
屋
」　

＊
『
鳥
山
石
燕
図
画
図
百
鬼
夜
行

全
画
集
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）

（
図
4
）『
絵
本
小
夜
時
雨
』　

＊
『
百
鬼
繚
乱
─
江
戸
怪
談
・
妖
怪
絵
本

集
成
』（
国
書
刊
行
会
）
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た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
占
い
な
ど
の
神
秘
的
呪
術
が
発
展
し
て
い

っ
た
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
陰
陽
道
で
は
、
陰
悪
の
気
が
集
ま
り
百
鬼
が
出

入
り
す
る
と
い
う
丑
寅
（
北
東
）
の
方
角
を
鬼
門
と
い
う
。
鬼
門
は
万
事

に
忌
み
嫌
わ
れ
る
方
角
で
あ
り
、
祟
り
神
で
あ
る
金
神
の
方
位
と
し
て

様
々
な
鬼
門
除
け
の
ま
じ
な
い
が
行
わ
れ
て
い
た
。
北
東
の
角
を
切
っ
て

鬼
門
を
な
く
し
た
り
、
庭
の
北
東
の
隅
に
災
難
を
転
じ
る
と
し
て
南
天
を

植
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
京
都
の
北
東
に
あ
た
る
比
叡
山
に
延
暦
寺
が
建

立
さ
れ
た
の
も
京
の
鬼
門
除
け
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
。

鬼
門
に
は
城
門
や
玄
関
、
便
所
な
ど
を
作
る
の
を
避
け
、
嫁
取
り
や
転
宅

を
し
な
い
方
が
良
い
と
し
た
。
ま
た
北
東
の
反
対
で
あ
る
西
南
の
方
角
は

裏
鬼
門
と
さ
れ
、
こ
ち
ら
も
建
物
な
ど
の
建
築
を
避
け
る
べ
き
と
し
た
。

こ
の
よ
う
な
考
え
の
流
れ
か
ら
丑
の
頭
と
寅
の
胴
を
持
っ
た
姿
の
鬼
が
誕

生
し
た
。
屋
敷
に
お
い
て
忌
む
べ
き
も
の
と
し
て
逆
柱
と
同
じ
く
鬼
門
が

存
在
し
、
鬼
と
い
う
文
字
か
ら
、
家
宅
鳴
動
な
ど
の
災
厄
を
引
き
起
こ
す

家
鳴
の
姿
を
そ
の
ま
ま
鬼
と
し
て
描
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

他
に
も
、
妖
魔
を
払
う
ま
じ
な
い
と
し
て
鳴
弦
の
儀
と
い
う
も
の
が
あ

る
。
悪
魔
や
妖
気
、
穢
れ
を
払
う
た
め
に
弓
弦
に
矢
を
つ
が
え
な
い
で
弦

を
引
き
鳴
ら
す
も
の
だ
。
天
皇
の
入
浴
、
病
気
、
皇
子
の
誕
生
な
ど
、
特

に
、
宮
中
で
の
御
湯
殿
の
読
書
鳴
弦
の
儀
は
盛
大
に
行
わ
れ
て
い
た
。
建

築
儀
礼
の
上
棟
式
に
も
、
こ
の
鳴
弦
の
儀
が
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
鬼

門
の
方
角
で
あ
る
北
東
と
裏
鬼
門
の
方
角
の
西
南
に
向
け
て
飾
り
矢
を
設

け
た
り
、
弓
の
弦
を
地
に
向
か
っ
て
ひ
き
矢
を
放
つ
こ
と
で
、
両
鬼
門
か

ら
災
厄
が
入
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
先
ほ
ど
触
れ
た
『
絵
本
小
夜
時
雨
』
の
話
に
戻
る
。
七
八
人
の

男
が
家
鳴
現
象
の
す
る
屋
敷
に
い
っ
て
妖
怪
を
捕
ま
え
よ
う
と
す
る
。
し

か
し
実
際
に
家
鳴
現
象
が
し
た
途
端
、
男
た
ち
は
逃
げ
帰
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
話
を
聞
い
た
老
人
が
鳴
弦
の
法
を
す
る
と
家
鳴
が
止
ん
だ
の
で
あ

る
。
こ
の
話
で
は
鳴
弦
の
法
に
よ
っ
て
、
鬼
門
と
同
じ
払
わ
れ
方
で
家
鳴

を
退
散
さ
せ
た
と
し
て
い
る
。
や
は
り
鬼
門
と
同
じ
よ
う
に
家
鳴
も
屋
敷

に
お
け
る
災
厄
の
一
つ
で
あ
る
た
め
鬼
の
姿
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
気
候
や
作
況
に
異
変
を
起
こ
さ
せ
る
精
霊
と
し
て
の
鬼
で
あ

る
。
稲
妻
は
天
の
怒
り
で
あ
り
、
火
を
出
す
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
雷
鳴

の
陣
と
い
う
、
天
皇
を
火
雷
か
ら
警
固
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
陣
立
が
あ

る
。『
日
本
歴
史
大
事
典
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
七
年
刊
）
に
よ
る
と
、
雷

鳴
が
三
度
以
上
し
た
と
き
、
近
衛
、
兵
衛
以
下
の
官
人
が
弓
矢
を
持
ち
、

清
涼
殿
、
紫
宸
殿
な
ど
の
殿
に
陣
を
立
て
、
左
右
近
衛
府
の
将
が
天
皇
の

御
前
で
鳴
弦
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
雷
鳴
の
陣
は
『
日
本
後
紀
』
の
嵯

峨
天
皇
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
を
初
見
と
し
、
平
安
中
期
以
降
は
次
第
に

衰
微
し
て
い
っ
た
よ
う
だ
が
、
鳴
弦
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
雷
が
妖

魔
の
一
つ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
菅
原
道
真
は

死
後
に
怨
霊
と
な
り
、
そ
の
怒
り
が
雷
と
な
っ
て
暴
れ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
雷
は
怨
霊
や
驚
異
的
な
自
然
現
象
と
し
て
恐
れ
ら
れ
、
時
に
鬼
と
同

一
視
さ
れ
て
い
た
。
雷
が
鬼
の
姿
で
表
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
有
名
な

物
は
、
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
〜
四
四
）
に
描
か
れ
た
俵
屋
宗
達
の
『
風

神
雷
神
図
』
で
あ
る
。
こ
の
雷
神
は
鋭
い
爪
を
持
ち
、
頭
に
は
牛
角
が
あ

り
、
左
足
を
前
に
出
し
踏
ん
張
っ
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
自
然

の
驚
異
的
な
魔
で
あ
る
雷
の
轟
を
、
同
じ
く
家
屋
を
鳴
り
響
か
せ
る
家
鳴

の
怪
音
と
重
ね
、
鬼
と
家
鳴
を
結
び
付
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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最
後
に
、
地
変
を
起
こ
さ
せ
る
精
霊
と
し
て
の
鬼
で
あ
る
。
日
本
列
島

で
起
き
る
噴
火
や
地
震
と
い
っ
た
地
変
の
原
因
を
、
修
験
道
で
は
自
然
な

偉
大
な
力
と
し
て
鬼
の
仕
業
で
あ
る
と
考
え
た
。
日
本
人
は
神
秘
的
な
自

然
、
特
に
山
の
中
に
、
人
間
以
上
の
力
を
持
つ
神
々
が
宿
る
と
考
え
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
山
の
精
霊
を
鬼
、
あ
る
い
は
鬼
神
と
み
な
し
、
地
震
や

山
崩
れ
な
ど
の
自
然
災
害
と
い
う
形
で
そ
れ
が
荒
れ
狂
う
と
し
た
。
対
象

と
な
る
屋
敷
の
み
が
揺
れ
る
家
鳴
は
地
震
と
は
異
な
る
も
の
で
は
あ
る

が
、
人
間
の
力
で
は
制
御
不
能
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ
て
鬼
の
仕
業
に
よ

る
考
え
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
節　

小
鬼
と
家
鳴

　

こ
こ
ま
で
死
霊
、
天
体
、
気
候
、
地
変
の
点
か
ら
、
鬼
と
家
鳴
の
関
係

性
に
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
私
は
、
日
本
に
根
付
く
鬼
思
想
と
屋
敷

観
が
結
び
つ
い
た
た
め
、
屋
敷
の
妖
怪
で
あ
る
家
鳴
が
鬼
の
姿
を
獲
得
し

た
と
考
え
る
。
家
鳴
が
鬼
で
あ
る
理
由
は
ひ
と
ま
ず
こ
れ
で
解
明
し
た
と

す
る
。
次
に
『
百
鬼
夜
行
』
や
『
絵
本
小
夜
時
雨
』
な
ど
に
み
る
よ
う

に
、
な
ぜ
家
鳴
が
単
な
る
鬼
で
は
な
く
小
鬼
で
あ
り
、
数
体
で
群
れ
て
い

る
の
か
を
考
察
し
て
い
く
。

　

小
鬼
の
大
き
さ
が
記
さ
れ
て
い
る
話
と
し
て
、『
太
平
記
』
巻
三
十
二

「
鬼
丸
鬼
切
の
事
」
が
あ
る
。
こ
の
話
の
中
で
、
太
刀
に
鬼
丸
と
名
づ
け

ら
れ
た
経
緯
と
し
て
、
北
条
時
政
の
夢
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
夢
の
中

に
、
長
一
尺
ほ
ど
の
小
鬼
が
現
れ
、
時
政
を
苦
し
め
た
と
し
て
い
る
。
刀

が
錆
び
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
、
小
鬼
が
出
て
き
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
長
一
尺
と
は
約
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
こ
の
大
き

さ
は
『
百
鬼
夜
行
』
の
「
鳴
屋
」
に
近
い
大
き
さ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

他
に
も
、
怨
霊
と
し
て
の
小
鬼
を
描
い
た
も
の
と
し
て
鍾
馗
に
関
す
る

話
が
あ
る
。
鍾
馗
と
は
、
邪
気
除
け
や
疫
病
神
を
追
い
払
い
魔
を
除
く
と

信
じ
ら
れ
た
中
国
伝
来
の
神
で
あ
る
。
日
本
で
は
鍾
馗
の
像
を
屋
根
の
上

に
置
い
た
り
、
端
午
の
節
句
の
の
ぼ
り
に
描
い
た
り
す
る
こ
と
で
魔
除
け

を
し
た
。
鍾
馗
が
魔
除
け
を
行
っ
た
起
源
と
し
て
、
明
代
の
類
書
『
天
中

記
』
巻
四
に
唐
の
玄
宗
皇
帝
の
夢
に
関
す
る
説
話
が
あ
る
。

　

開
元
年
間
（
七
一
三
〜
四
一
）
に
唐
の
玄
宗
帝
は
、
宮
殿
に
帰
っ
て
か

ら
マ
ラ
リ
ア
性
の
熱
病
に
か
か
り
、
床
に
伏
し
て
い
た
。
す
る
と
ど
こ
か

ら
と
も
な
く
片
足
に
靴
を
履
き
、
片
足
は
裸
足
で
、
腰
に
そ
の
靴
を
ぶ
ら

下
げ
、
竹
の
扇
子
を
一
本
差
し
、
赤
い
褌
を
し
た
一
匹
の
小
鬼
が
現
れ

た
。
御
殿
の
周
囲
を
駆
け
回
り
玄
宗
皇
帝
を
か
ら
か
う
た
め
、
怒
っ
て
小

鬼
を
咎
め
る
と
、「
私
は
他
人
の
物
を
盗
み
、
人
の
喜
び
を
減
ら
し
、
憂

い
を
増
し
て
喜
ぶ
虚
妄
で
あ
る
」
と
言
う
。
玄
宗
皇
帝
が
武
士
を
呼
ん
で

捕
え
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
破
帽
を
か
ぶ
り
、
青
藍
色
の
上
着
に
角

帯
を
締
め
、
朝
靴
を
履
い
た
巨
大
な
鬼
が
突
如
現
れ
た
。
そ
の
巨
大
な
鬼

は
小
鬼
の
目
を
え
ぐ
り
、
身
体
を
引
き
裂
い
て
食
べ
て
し
ま
っ
た
。
巨
大

な
鬼
に
何
者
で
あ
る
か
を
尋
ね
る
と
、「
臣
は
鍾
馗
と
申
し
ま
す
。
私
は
、

高
祖
皇
帝
の
武
徳
年
間
に
行
わ
れ
た
武
試
に
落
第
し
て
し
ま
い
、
恥
ず
か

し
さ
の
あ
ま
り
宮
中
の
大
理
石
の
階
段
に
頭
を
ぶ
つ
け
て
自
殺
し
ま
し

た
。
高
祖
皇
帝
が
手
厚
く
葬
っ
て
下
さ
っ
た
た
め
、
臣
は
天
下
の
虚
妄
や

妖
怪
を
平
ら
げ
て
国
を
安
ら
か
に
し
よ
う
と
誓
い
、
参
上
致
し
ま
し
た
」

と
言
う
。
そ
の
後
玄
宗
皇
帝
が
夢
か
ら
覚
め
る
と
、
病
気
は
す
っ
か
り
治

っ
て
い
た
。
玄
宗
皇
帝
は
画
家
の
呉
道
子
に
夢
に
現
れ
た
鍾
馗
の
姿
を
描
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く
よ
う
に
命
じ
た
。
鍾
馗
は
邪
鬼
を
払
い
、
妖
気
を
鎮
め
る
力
が
あ
る
も

の
で
あ
る
た
め
、
各
家
で
も
そ
の
絵
姿
を
貼
る
よ
う
に
と
役
人
に
命
じ
た

こ
と
で
天
下
に
広
ま
っ
た
と
い
う
。

　

鍾
馗
は
道
教
的
習
俗
の
一
つ
で
あ
る
。
鍾
馗
の
姿
を
描
い
た
も
の
と
し

て
、
奈
良
国
立
博
物
館
に
は
平
安
時
代
制
作
と
さ
れ
る
辟
邪
絵
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
早
く
か
ら
鍾
馗
の
信
仰
が
日
本
に
伝
来
し
て
い
た
こ
と
が
読
み

取
れ
る
。
道
教
は
陰
陽
五
行
説
や
仏
教
教
理
な
ど
を
含
ん
で
い
る
も
の
と

さ
れ
る
。
こ
の
話
の
中
で
鍾
馗
は
邪
鬼
を
払
う
と
さ
れ
て
い
る
。
東
大
寺

戒
壇
堂
に
あ
る
四
天
王
立
像
で
は
、
四
天
王
が
邪
鬼
の
上
に
立
っ
て
い
る

な
ど
か
ら
、
邪
鬼
は
小
型
の
鬼
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
仏
教
に
お

い
て
の
邪
鬼
の
影
響
で
、
災
厄
を
も
た
ら
す
家
鳴
は
小
型
の
鬼
の
姿
を
得

る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
四
節　

イ
メ
ー
ジ
の
獲
得

　

鳥
山
石
燕
の
描
く
妖
怪
画
は
、
後
世
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い

る
。
石
燕
が
妖
怪
の
造
形
化
を
行
っ
た
こ
と
で
、
イ
メ
ー
ジ
が
固
定
化
さ

れ
た
妖
怪
も
多
く
、
家
鳴
（
鳴
屋
）
も
そ
の
内
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。
小
鬼
の
姿
を
し
た
家
鳴
の
図
は
『
百
鬼
夜
行
』
以
前
に
見
つ

け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
た
め
同
書
の
「
鳴
屋
」
が
小
鬼
の
姿
と
し
て

造
形
化
さ
れ
た
家
鳴
の
起
源
だ
と
思
わ
れ
る
。
石
燕
の
妖
怪
画
の
特
徴
は

恐
ろ
し
さ
よ
り
も
む
し
ろ
ユ
ー
モ
ラ
ス
さ
に
溢
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
玄

宗
皇
帝
の
夢
の
中
で
小
鬼
は
御
殿
を
駆
け
回
り
、
皇
帝
を
か
ら
か
っ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
い
た
ず
ら
を
す
る
騒
が
し
さ
と
い
う
も
の
を
人
々
は
小

鬼
の
印
象
と
し
て
抱
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
小
鬼
の
騒
が
し

い
印
象
と
石
燕
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
さ
が
絡
ま
り
、
騒
ぐ
妖
怪
と
し
て
の
家
鳴

を
小
鬼
の
姿
で
描
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
し
か
し
家
宅
鳴
動
を

引
き
起
こ
す
に
は
、
一
匹
の
小
鬼
で
は
力
が
足
り
る
よ
う
に
は
思
え
ず
、

ま
た
屋
敷
内
で
群
れ
て
騒
ぐ
方
が
、
絵
画
と
し
て
、
そ
し
て
妖
怪
と
し
て

印
象
が
強
い
た
め
、
家
鳴
は
複
数
の
小
鬼
の
姿
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
獲
得

す
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
章
　『
狂
歌
百
物
語
』
に
み
る
家
鳴

　

こ
こ
ま
で
逆
柱
か
ら
考
え
ら
れ
る
家
鳴
の
原
因
や
、
家
鳴
の
造
形
化
の

流
れ
を
推
察
し
て
き
た
。
す
で
に
第
二
章
で
触
れ
て
は
い
る
が
、『
狂
歌

百
物
語
』
と
は
嘉
永
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
狂
歌
絵
本
で
あ
る
。
狂
歌
の
題

材
と
し
て
妖
怪
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
江
戸
の
人
々
が
妖
怪

文
化
を
楽
し
み
親
し
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め

こ
の
章
で
は
、『
狂
歌
百
物
語
』
巻
五
「
家
鳴
」
か
ら
、
実
際
に
人
々
が

家
鳴
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
感
情
を
持
っ
て
い
た
か
読
み
解
い
て
い
く
。

第
一
節　

狂
歌
に
み
る
家
鳴

　

家
鳴
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
、
作
品
の
狂
歌
に
着
目
し
て

考
察
し
て
い
く
。
ま
ず
は
家
鳴
の
音
の
大
き
さ
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

腹
わ
た
に
響
け
る
ほ
ど
の
家
鳴
り
し
て
人
皆
肝
を
潰
す
ば
か
り
ぞ

 

（
駿
府　

東
遊
亭
芝
人
）

住
み
慣
れ
し
家
も
鳴
る
夜
ぞ
怖
ろ
し
き　

地
震
雷
火
事
親
父
よ
り

 

（
南
寿
園
長
年
）

雷
の
鴨
居
敷
居
も
揺
る
ぐ
ま
で
空
恐
ろ
し
き
家
鳴
り
す
る
音

 

（
槙
の
屋
）

　

二
首
目
は
、
日
が
落
ち
静
ま
り
か
え
っ
た
夜
中
に
感
じ
た
恐
怖
を
詠
ん
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だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
昼
間
は
家
鳴
の
出
現
場
所
で
は
な
か
っ
た
が
、
闇
に

恐
怖
空
間
を
見
出
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
世
の
中
で
恐
ろ
し
い
と
さ
れ

て
い
る
地
震
、
雷
、
火
事
、
親
父
以
上
の
恐
怖
対
象
と
変
化
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
一
首
目
、
腹
に
響
く
ほ
ど
の
鳴
動
と
い
う
と
、

家
鳴
に
よ
る
怪
異
音
は
地
鳴
、
雷
鳴
に
近
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

第
二
章
で
は
家
鳴
と
逆
柱
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
こ
こ

で
は
単
な
る
柱
が
登
場
す
る
。
家
鳴
の
振
動
の
大
き
さ
は
次
の
二
首
か
ら

読
み
取
れ
る
。

転
け
出
で
て
あ
る
じ
も
恐
れ
な
し
に
け
り
家
の
柱
も
震
ふ
家
鳴
に

 

（
仝　

梅
の
門
花
兄
）

柱
さ
へ
揺
る
ぐ
ば
か
り
の
家
鳴
に
は
眠
れ
る
夜
半
の
壁
も
破
れ
つ

 

（
日
年
庵
）

　

第
二
章
で
み
た
逆
柱
の
歌
で
は
家
鳴
の
原
因
を
逆
柱
そ
の
も
の
に
求
め

て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
二
首
で
は
家
鳴
現
象
が
凄
い
た
め
に
家
を
支
え

て
い
る
柱
ま
で
も
が
揺
れ
出
し
た
こ
と
を
詠
ん
で
お
り
、
柱
を
揺
れ
の
一

つ
の
目
安
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
屋
敷
の
中
で
最
も
頑
丈
で
あ
り
神
の
依

り
代
と
な
る
柱
が
理
由
な
く
揺
れ
る
こ
と
は
、
不
安
を
か
き
た
て
る
も
の

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
二
首
は
先
ほ
ど
の
狂
歌
が
音
に
つ
い
て
で
あ
っ

た
な
ら
ば
、
振
動
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
家
鳴
の
音
も
揺
れ
も
、
気
付

く
か
気
付
か
な
い
か
の
微
か
な
も
の
で
は
な
く
、
柱
が
揺
れ
だ
す
ほ
ど
の

相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

一
軒
の
あ
る
じ
の
楔
ゆ
る
む
よ
り
家
鳴
り
す
る
の
も
地
震
に
等
し
き

 

（
江
戸
崎　

緑
樹
園
）

地
震
に
あ
ら
ず
風
に
も
あ
ら
ず
六
つ
八
つ
の
夜
半
に
騒
げ
る
家
鳴
す

る
音 

（
京　

牡
丹
園
獅
々
丸
）

　

地
震
か
と
思
い
、
驚
い
て
外
に
出
て
み
れ
ば
、
揺
れ
て
い
た
の
は
屋
敷

の
内
側
の
み
で
周
り
は
な
ん
と
も
な
い
。
そ
ん
な
不
思
議
な
状
況
が
目
に

浮
か
ぶ
。
解
明
で
き
な
い
怪
異
現
象
の
原
因
を
、
逆
柱
の
祟
り
で
あ
っ
た

り
、
目
に
見
え
な
い
力
に
す
る
も
の
な
ど
、
考
え
ら
れ
る
全
て
の
恐
れ
を

集
合
し
た
も
の
が
家
鳴
現
象
で
あ
り
、
超
自
然
的
存
在
と
し
て
の
家
鳴
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
家
鳴
に
つ
い
て
小
泉
八
雲
は
、

ヤ
ナ
リ
と
い
ふ
語
の
─
そ
れ
は
地
震
中
、
家
屋
の
振
動
す
る
音
を
意

味
す
る
と
だ
け
我
々
に
語
つ
て
─
そ
の
薄
気
味
悪
る
い
意
義
を
近
時

の
字
書
は
無
視
し
て
居
る
。
し
か
し
此
語
は
も
と
化
け
物
が
動
か
す

家
の
震
動
の
音
を
意
味
し
て
居
た
も
の
で
、
眼
に
は
見
え
ぬ
、
そ
の

震
動
者
も
亦
ヤ
ナ
リ
と
呼
ん
で
居
た
の
で
あ
る
。
判
然
た
る
原
因
無

く
し
て
或
る
家
が
夜
中
震
ひ
軋
り
唸
る
と
、
超
自
然
な
悪
心
が
外
か

ら
動
か
す
の
だ
と
想
像
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る注９
。

と
説
明
し
て
い
る
。
生
活
の
中
心
と
な
る
屋
敷
の
、
解
明
で
き
な
い
、
特

に
自
然
的
力
を
感
じ
る
恐
怖
を
家
鳴
に
託
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。

第
二
節　
『
狂
歌
百
物
語
』
の
家
鳴
像

　

こ
こ
ま
で
『
狂
歌
百
物
語
』
の
巻
五
「
家
鳴
」
の
狂
歌
に
つ
い
て
論
じ

て
き
た
が
、
挿
絵
に
も
目
を
向
け
て
み
る
。
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、

自
然
界
を
支
配
す
る
不
可
思
議
な
現
象
は
鬼
が
担
っ
て
お
り
、
家
鳴
も
そ

の
内
の
一
つ
と
し
て
、
鬼
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
考
察

し
て
き
た
。
小
鬼
を
、
仏
教
に
お
け
る
邪
鬼
や
、
玄
宗
皇
帝
や
北
条
時
政
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を
悩
ま
せ
た
話
か
ら
、
そ
の
悪
戯
性
を
論
じ
て
き
た
。
そ
し
て
鳥
山
石
燕

が
『
百
鬼
夜
行
』
で
描
い
た
「
鳴
屋
」
の
衝
撃
に
よ
っ
て
、
家
鳴
の
姿
は

小
鬼
、
複
数
体
と
し
て
固
定
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
た
。
し
か
し
、

『
狂
歌
百
物
語
』
で
描
か
れ
て
い
る
家
鳴
の
姿
（
図
5
）
は
決
し
て
小
さ

い
も
の
で
は
な
く
、
鬼
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
人
間
で
あ
る
よ
う
に
思
え

る
。
虎
髭
に
、
逆
立
っ
た
髪
、
そ
し
て
柱
を
摑
み
、
周
囲
を
睨
み
つ
け
て

い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

こ
の
家
鳴
の
髪
や
髭
は
か
な
り
立
派
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
髪
型
や
髭

に
似
た
も
の
と
し
て
鍾
馗
が
挙
げ
ら
れ
る
。
絵
画
に
お
い
て
鍾
馗
は
顎
髭

が
濃
く
、
中
国
の
官
人
の
衣
装
を
着
て
剣
を
持
ち
、
何
か
を
睨
み
つ
け
て

い
る
よ
う
に
描
か
れ
る
。
こ
の
鍾
馗
の
姿
は
日
本
で
も
多
く
の
画
家
に
描

か
れ
、
勝
川
春
章
や
歌
川
国
芳
な
ど
の
浮
世
絵
師
が
描
い
て
い
る
。
ま
ず

は
十
八
世
紀
に
描
か
れ
た
勝
川
春
章
の
鍾
馗
図
（
図
6
）
を
見
て
い
く
。

こ
の
鍾
馗
は
眉
が
太
く
口
が
へ
の
字
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

『
狂
歌
百
物
語
』
に
お
け
る
家
鳴
も
髪
や
髭
の
生
え
方
に
加
え
、
こ
の
点

に
も
類
似
性
が
見
ら
れ
る
。
続
い
て
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
描
か
れ

た
と
さ
れ
る
歌
川
国
芳
の
鍾
馗
図
（
図
7
）
を
見
て
み
る
と
、
家
鳴
の
鼻

の
形
と
顔
の
向
き
が
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ど
ち
ら
の
鍾
馗
図

も
睨
み
つ
け
る
表
情
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
鍾
馗
は
第
二
章
で
み
た

『
天
中
記
』
で
巨
大
な
鬼
と
し
て
登
場
す
る
も
の
の
、
武
試
（
武
官
採
用

の
科
挙
試
験
）
を
受
け
て
い
る
た
め
官
人
の
衣
装
を
身
に
つ
け
て
お
り
、

虚
妄
や
妖
怪
を
倒
す
た
め
の
剣
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
家
鳴
は

官
人
の
衣
装
で
は
な
く
、
烏
紗
帽
と
思
わ
れ
る
も
の
も
頭
に
載
せ
て
は
い

な
い
。
そ
し
て
何
よ
り
家
鳴
は
鍾
馗
に
倒
さ
れ
る
側
の
存
在
で
あ
る
。
そ

（
図
5
）『
狂
歌
百
鬼
夜
行
』「
家
鳴
」（
嘉
永
六
年
）　

＊
『
妖
怪
画
本
・

狂
歌
百
物
語
』（
国
書
刊
行
会
）

（
図
6
）
勝
川
春
章
『
鍾
馗
図
』　

＊Freer and Sackler Galleries

（http://w
w
w
.asia.si.edu/

）
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こ
に
違
い
も
あ
る
。

　

次
に
、
家
鳴
の
姿
勢
を
見
て
い
く
。『
狂
歌
百
物
語
』
の
家
鳴
は
、
左

手
は
柱
を
摑
み
、
右
腕
を
柱
側
に
下
し
、
そ
し
て
右
足
を
前
に
出
し
床
を

踏
み
し
め
て
い
る
。
こ
の
家
鳴
の
姿
勢
と
『
風
神
雷
神
図
』
の
雷
神
（
図

8
）
の
姿
勢
が
似
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
風
神
雷
神
図
』
の
雷
神

は
右
手
を
引
き
、
左
腕
を
下
し
、
左
足
を
前
に
出
し
て
踏
ん
張
っ
て
い

る
。
家
鳴
は
雷
神
の
構
図
を
反
転
さ
せ
た
よ
う
な
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
雷
神
は
鬼
の
姿
を
し
て
い
る
が
、
家
鳴
は
雷
神
の
よ
う
に
角
は

生
え
て
お
ら
ず
、
鬼
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら

家
鳴
は
鍾
馗
も
雷
神
に
も
部
分
的
に
は
一
致
す
る
が
完
全
に
一
致
す
る
と

言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
『
百
鬼
夜
行
』
の
成
立
後
、
家
鳴
は
鬼
の
姿
が
固
定
化
さ
れ
た
。
こ
の

こ
と
は
『
絵
本
小
夜
時
雨
』
の
挿
絵
か
ら
も
読
み
取
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

で
は
こ
の
『
狂
歌
百
物
語
』
の
家
鳴
は
『
百
鬼
夜
行
』
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
鬼
の
影
響
は
一
切
受
け
ず
に
描
か
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
狂
歌
百
物
語
』
の
挿
絵
の
家
鳴
は
鍾
馗
、
雷
神
を
構
成
要
素
と
し
て

い
る
と
推
測
で
き
る
。
巨
大
な
鬼
と
し
て
登
場
す
る
鍾
馗
は
虚
妄
で
あ
る

小
鬼
を
引
き
裂
い
て
食
べ
て
し
ま
い
、
雷
神
は
鬼
の
姿
を
し
て
雷
鳴
を
轟

か
せ
る
。
こ
の
二
つ
の
構
成
要
素
の
共
通
項
と
な
る
も
の
は
力
強
さ
と
鬼

で
あ
る
。『
狂
歌
百
物
語
』
で
は
家
鳴
は
直
接
的
な
鬼
の
姿
と
し
て
描
か

れ
て
お
ら
ず
、「
鳴
屋
」
の
小
鬼
の
影
響
を
受
け
た
よ
う
に
は
思
え
な
い

が
、
精
霊
的
鬼
の
影
響
は
受
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
鬼
の
影
響

が
、『
画
図
百
鬼
夜
行
』
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
他
の
発
想
に

基
づ
く
も
の
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
家
鳴
を
造
形
化
す
る
に

（
図
8
）
俵
屋
宗
達
『
風
神
雷
神
図
』（
雷
神
）　

＊
京
都
国
立
博
物
館
館

収
蔵
品
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（
図
7
）
歌
川
国
芳
『
鍾
馗
図
』（
弘
化
二
年
）
＊Freer and Sackler 

Galleries

（http://w
w
w
.asia.si.edu/

）
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あ
た
っ
て
、
自
然
の
不
可
思
議
な
現
象
は
鬼
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る

と
い
う
鬼
思
想
の
影
響
は
色
濃
く
受
け
て
い
た
こ
と
は
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

家
鳴
を
、
現
象
と
存
在
に
分
け
て
考
察
し
て
き
た
。
家
宅
鳴
動
現
象
と

し
て
の
家
鳴
と
、
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
と
さ
れ
る
超
自
然
的
怪
異
の
家

鳴
。
ど
ち
ら
も
自
然
へ
の
畏
怖
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。　

　

家
宅
鳴
動
現
象
と
し
て
の
家
鳴
の
原
因
は
、
柱
の
上
下
を
逆
に
し
た
逆

柱
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
自
然
界
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
に
霊

魂
が
あ
る
と
す
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
信
仰
を
背
景
と
し
て
、
年
々
成
長
し
て

い
く
こ
と
か
ら
木
に
は
生
が
あ
り
霊
が
宿
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
諏
訪

の
御
柱
祭
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
々
は
山
の
神
か
ら
樹
木
を
も
ら
い
、

柱
を
作
り
四
隅
に
建
て
る
こ
と
で
神
の
依
り
代
と
し
た
。
柱
は
単
な
る
木

材
で
は
な
く
霊
が
宿
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
上
棟
式
な
ど
霊
を
鎮

め
、
棟
や
柱
に
祀
り
込
め
る
儀
式
を
行
っ
て
き
た
。
人
間
の
死
後
、
死
霊

が
棟
木
に
漂
う
の
も
柱
が
こ
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
逆
柱

は
不
吉
な
も
の
と
し
て
忌
み
嫌
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
故
意
的
に
建
て

ら
れ
た
も
の
か
ど
う
か
は
あ
ま
り
問
題
に
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
そ

の
よ
う
な
こ
と
よ
り
も
山
の
神
か
ら
も
ら
っ
た
木
、
神
の
依
り
代
と
な
る

柱
を
、
本
来
生
え
て
い
た
向
き
と
は
逆
に
し
て
し
ま
い
、
お
ろ
そ
か
に
扱

っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
方
が
重
大
で
あ
っ
た
。
犯
人
捜
し
よ
り
も
災
い
を

払
う
方
が
先
な
の
で
あ
る
。
逆
柱
か
ら
は
亡
霊
が
出
て
く
る
と
い
う
。
そ

れ
は
上
棟
式
で
鎮
め
ら
れ
た
は
ず
の
霊
や
、
棟
木
ま
で
登
っ
て
い
く
は
ず

の
死
霊
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
逆
柱
に
よ
る
家
鳴
は
、
柱
を
見
つ
け
て
直

す
ま
で
は
続
く
と
い
う
。
こ
の
家
鳴
は
、
建
築
上
に
問
題
が
あ
る
た
め
発

生
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
自
然
に
反
し
た
行
い
や
、
自
然
か
ら
の
報

復
を
危
惧
す
る
人
間
の
恐
怖
心
か
ら
発
生
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
現
代

で
は
家
鳴
の
原
因
に
科
学
的
な
解
明
が
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ

は
些
細
な
も
の
で
あ
っ
て
、
当
時
の
人
々
も
薄
々
科
学
的
原
因
に
勘
付
い

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
原
因
を
怪
異
現
象
と
結
び
付
け
て
し
ま

う
、
人
間
の
自
然
へ
の
畏
怖
こ
そ
が
家
鳴
現
象
の
真
の
原
因
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

現
象
と
し
て
の
名
前
を
得
た
家
鳴
は
、
超
自
然
的
な
存
在
を
獲
得
し
、

絵
師
た
ち
に
よ
っ
て
造
形
化
さ
れ
て
い
く
。
家
鳴
の
存
在
と
し
て
の
姿
は

複
数
で
群
れ
た
小
鬼
と
し
て
固
定
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
姿
は
、
鳥
山

石
燕
が
描
い
た
『
百
鬼
夜
行
』「
鳴
屋
」
に
よ
る
功
績
が
大
き
い
。
石
燕

が
家
鳴
を
小
鬼
と
し
て
描
い
た
理
由
と
し
て
は
、
鬼
が
担
っ
て
い
た
精
霊

的
意
味
が
強
い
。
未
開
社
会
の
人
々
は
原
因
不
明
な
自
然
界
の
現
象
は
鬼

に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
死
霊
、
天
体
、
気
候
、
地

変
に
お
い
て
不
可
解
な
も
の
、
不
吉
な
も
の
は
鬼
の
仕
業
と
さ
れ
た
。
鬼

門
や
雷
は
妖
魔
を
払
う
と
さ
れ
る
鳴
弦
に
よ
っ
て
払
わ
れ
た
。
同
じ
く
家

鳴
も
『
絵
本
小
夜
時
雨
』
の
中
で
鳴
弦
に
よ
っ
て
退
散
さ
せ
ら
れ
る
描
写

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
家
鳴
は
鬼
と
の
共
通
項
が
多
い
こ
と
が
分
か
っ

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
鬼
は
自
然
へ
の
恐
怖
を
集
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
家

に
お
い
て
最
も
取
り
入
れ
て
い
る
自
然
は
柱
や
棟
木
と
い
っ
た
木
で
あ
る

た
め
、
こ
の
屋
敷
内
に
取
り
入
れ
た
自
然
へ
の
畏
怖
か
ら
家
鳴
は
鬼
の
姿
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を
借
り
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
小
鬼
に
関
し
て
は
唐
に
見
ら
れ
る
鍾
馗
や

北
条
時
政
の
鬼
丸
鬼
切
の
話
か
ら
み
え
る
よ
う
に
、
人
を
か
ら
か
い
悩
ま

せ
る
な
ど
悪
戯
性
が
強
い
生
き
物
で
あ
る
点
に
着
目
し
た
。
ま
た
仏
教
に

お
い
て
祟
り
を
す
る
存
在
と
し
て
邪
鬼
と
い
う
小
型
の
鬼
が
い
る
こ
と
か

ら
、
石
燕
は
こ
の
よ
う
な
流
れ
に
沿
っ
て
家
鳴
の
姿
を
作
り
だ
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鍾
馗
や
鬼
丸
鬼
切
の
話
に
登
場
す
る
小
鬼
は
一
体
で

あ
る
が
、
家
鳴
は
家
宅
鳴
動
を
起
こ
す
た
め
、
複
数
い
た
方
が
騒
々
し
さ

を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
、
印
象
的
で
あ
る
と
し
て
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
『
狂
歌
百
物
語
』
か
ら
は
家
鳴
に
よ
る
音
や
揺
れ
の
大
き
さ
が
う
か
が

え
た
。
音
は
地
鳴
や
雷
鳴
の
よ
う
で
あ
り
、
揺
れ
は
地
震
の
よ
う
で
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
狂
歌
百
物
語
』
の
挿
絵
で
描
か
れ
る
家
鳴
も

一
見
た
だ
の
人
間
の
よ
う
に
思
え
る
が
、『
鍾
馗
図
』
や
『
風
神
雷
神
図

屏
風
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
察
す
る
こ
と
で
、
こ
ち
ら
も
ま
た
自

然
へ
の
畏
怖
と
し
て
の
鬼
の
姿
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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