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じ
め
に 

 

 

河
童
と
は
妖
怪
で
あ
る
。
水
辺
も
し
く
は
水
中
に
生
息
し
、
子
供
ぐ
ら
い
の
大
き

さ
の
妖
怪
で
、
頭
に
は
水
が
入
っ
た
お
皿
が
乗
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
口
元
は
嘴
の

よ
う
に
尖
り
、
手
に
は
水
掻
き
が
あ
る
と
い
う
の
が
現
在
の
一
般
的
な
河
童
像
で
あ

る
。
つ
ま
り
水
の
妖
怪
で
あ
る
。
妖
怪
と
い
う
こ
と
は
実
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る

想
像
上
の
生
き
物
で
あ
る
が
、
近
年
に
な
っ
て
も
目
撃
談
が
あ
る
。
ま
た
、
映
画
や

ア
ニ
メ
の
題
材
と
な
っ
た
り
、
Ｃ
Ｍ
に
登
場
す
る
場
合
に
は
ユ
ニ
ー
ク
な
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
と
し
て
登
場
す
る
。
日
本
に
は
多
く
の
妖
怪
が
い
る
が
、
河
童
は
そ
の
中
で
も

特
に
知
名
度
の
高
い
妖
怪
で
あ
る
。
日
本
の
妖
怪
で
は
稀
な
事
で
は
な
い
が
、
恐
れ

ら
れ
る
反
面
、
あ
る
親
近
感
を
持
っ
て
語
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
親
近
感
が
持
た

れ
る
の
は
、
河
童
が
な
ん
ら
か
の
形
で
人
間
と
交
渉
を
持
っ
て
き
た
事
と
無
関
係
で

は
な
い
。
そ
の
交
渉
の
一
つ
に
相
撲
が
あ
る
。
河
童
は
人
間
と
相
撲
を
と
る
の
が
好

き
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
子
供
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
な
の
に
強
い
。
川
の
近
く
を
歩
い

て
い
る
と
相
撲
を
と
ろ
う
と
い
っ
て
近
づ
い
て
く
る
。
相
手
が
人
間
の
子
供
で
あ
っ

た
り
、
力
自
慢
の
男
で
あ
っ
た
り
す
る
。
そ
し
て
、
相
撲
に
負
け
た
り
、
悪
戯
に
失

敗
し
た
と
き
な
ど
に
は
決
ま
っ
て
謝
罪
を
し
、
詫
び
証
文
を
書
い
て
い
る
。
ぐ
に
ゃ

ぐ
に
ゃ
文
字
で
書
か
れ
た
河
童
の
詫
び
証
文
が
残
っ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
謝
罪
と
し
て
魚
を
定
期
的
に
持
っ
て
き
た
り
、
相
撲
を
と
っ
て
引
き
抜
か

れ
た
腕
を
返
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
接
骨
な
ど
の
医
術
の
秘
伝
書
を
渡
し
た
り
し
て

い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
富
や
名
声
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
と
伝
承
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
伝
承
に
よ
る
河
童
は
と
て
も
人
間
に
近
く
、
恐
れ
ら
れ
る
反
面
、

あ
る
親
近
感
を
抱
く
妖
怪
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。 

「
河
童
が
相
撲
を
好
む
」
と
は
河
童
の
性
分
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

他
に
は
「
牛
馬
を
川
に
引
き
ず
り
込
む
」
と
い
う
性
分
も
あ
る
。
こ
れ
を
「
河
童
駒

引
」
と
い
う
。
牛
馬
を
川
に
引
き
ず
り
込
む
行
為
は
だ
い
た
い
が
失
敗
に
終
わ
っ
て

い
る
が
、
馬
ほ
ど
の
力
を
持
ち
合
わ
せ
な
い
人
間
は
相
撲
を
挑
ま
れ
、
そ
し
て
水
中

に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
尻
子
玉(

架
空
の
臓
器)

を
抜
き
取
ら
れ
て
し
ま
う
。
尻
子
玉

を
抜
か
れ
た
人
間
の
肛
門
は
ぽ
っ
か
り
と
開
い
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
河
童
は
尻
子
玉
が
好
物
だ
、
と
も
い
わ
れ
る
。
水
難
事
故
に
よ
る
犠
牲
は
河
童
に

よ
る
も
の
だ
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
存
在
は
、
全
国
の

様
々
な
地
方
に
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
、
多
く
の
名
称
と
と
も
に
そ
の
伝
承
が
残
っ

て
い
る
。
現
在
、
そ
れ
ら
の
存
在
を
総
称
し
て
標
準
的
に
河
童
と
称
し
て
い
る
だ
け

で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
は
多
く
の
水
の
妖
怪
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
に
存
在
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。 

 

河
童
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
承
を
分
類
し
、
整
理
し
て
い
く
な
か

で
三
つ
の
起
源
譚
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
起
源
譚
と
は
別
に
、
柳

田
国
男
は
『
山
島
民
譚
集
』
の
な
か
で
河
童
を
水
神
の
零
落
し
た
も
の
と
説
明
す
る
。

柳
田
の
論
旨
は
牛
馬
と
水
神
の
祭
祀
に
つ
い
て
多
く
の
事
例
を
紹
介
す
る
な
か
で
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
。
す
べ
て
が
次
に
述
べ
る
事
例
に
帰
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
本

稿
と
の
関
わ
り
の
あ
る
事
例
と
し
て
は
、
七
月
七
日
に
牛
馬
を
海
川
に
つ
け
て
お
け

ば
河
童
の
災
難
に
遭
わ
な
い
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
風
俗
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
牛
馬

の
首
を
水
神
に
奉
げ
る
こ
と
で
雨
乞
い
の
儀
礼
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
河
童
の
性
分
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
河
童
駒
引
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
河
童
が
水
神
の
零
落
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
河
童
が

何
ゆ
え
水
神
か
ら
零
落
し
た
の
か
と
い
う
説
明
は
な
い
。 

 

本
稿
で
は
河
童
の
性
分
に
注
目
し
つ
つ
、
河
童
が
水
神
か
ら
零
落
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
が
、
相
撲
と
ど
の
よ
う
な
接
点
を
持
ち
、
い
か
な
る
関
係
の
中
で
語
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

１ 

河
童
伝
承
に
つ
い
て 

(

１)

河
童
の
名
称
と
三
つ
の
起
源
譚 

 

河
童
は
一
般
的
に
河
川
に
生
息
す
る
水
の
妖
怪
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
河
童

と
い
う
名
称
は
同
類
と
考
え
ら
れ
る
も
の
た
ち
の
標
準
語
的
な
名
称
で
あ
り
、
そ
も

そ
も
地
方
に
よ
っ
て
そ
の
名
称
は
違
う
。
そ
れ
ら
の
名
称
を
簡
単
に
分
類
す
る
と
、

ミ
ズ
チ
・
メ
ド
チ(

虬
系)

、
ス
イ
ジ
ン
・
セ
ー
ジ
ン(

水
神
系)

、
河
・
川
に
童
や

子
・
太
郎
を
つ
け
た
と
考
え
ら
れ
る
カ
ワ
ッ
パ
・
カ
ワ
コ
・
カ
ワ
タ
ロ
ウ(

河
童
系)

、

敵
対
的
関
係
と
し
て
語
ら
れ
る
猿
の
名
称
を
と
っ
た
エ
ン
コ
ウ
、
兵
主
部
と
い
う
名

と
関
係
が
深
い
と
考
え
ら
れ
る
ヒ
ョ
ウ
ス
ベ
な
ど
が
あ
る
。
河
童
の
名
称
を
細
部
の

違
い
に
分
け
て
収
集
す
る
と
そ
の
数
は
百
を
越
え
る
。
河
童
は
水
の
妖
怪
を
標
準
的



に
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
名
称
の
数
だ
け
違
っ
た
存
在
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
名
称
か
ら
の
推
測
で
は
あ
る
が
、
河
童
は
水
神
も
し
く
は

水
の
精
霊
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
違
っ
た
名
称
を
持
つ
多
く
の
水
の
妖

怪
が
、
共
通
す
る
性
分
や
属
性
に
よ
っ
て
「
河
童
」
と
い
う
標
準
的
な
共
通
語
と
し

て
収
斂
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
河
童
と
い
う
標
準
語
で
ま
と
め
ら
れ

る
と
し
て
も
、
日
本
各
地
で
は
同
じ
よ
う
な
性
分
を
も
つ
幾
多
の
妖
怪
の
存
在
が
語

ら
れ
て
き
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。 

河
童
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
と
い
う
話
が
各
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
お
お
よ
そ
以
下
の
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ

は
河
童
が
藁
人
形
や
木
屑
か
ら
変
化
し
た
と
す
る
話
、
一
つ
は
中
国
か
ら
海
を
渡
っ

て
九
州
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
話
、
も
う
一
つ
は
牛
頭
天
王
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う

話
で
あ
る
。 

 

河
童
が
藁
人
形
や
木
屑
か
ら
変
化
し
た
と
す
る
話
は
人
形
化
生
説
と
い
わ
れ
て
お

り
、
社
寺
な
ど
の
建
立
縁
起
と
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
、
社
寺
建
立
の
期
日
が
迫

り
、
困
っ
た
番
匠(

大
工)

は
人
手
不
足
を
補
う
た
め
に
た
く
さ
ん
の
藁
人
形
を
作
り
、

そ
れ
に
命
を
吹
き
込
み
手
伝
わ
せ
、
わ
ず
か
の
間
に
完
成
さ
せ
た
。
用
済
み
に
な
っ

た
そ
の
者
た
ち
は
こ
れ
か
ら
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
と
尋
ね
る
が
、
人
の
尻
で
も
取
っ

て
食
べ
ろ
と
言
わ
れ
て
川
に
捨
て
ら
れ
た
。
こ
れ
が
河
童
が
尻
子
玉
を
取
る
訳
で
あ

る
、
と
い
う
の
が
話
の
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。
こ
の
起
源
譚
は
全
国
的
な
広
が
り
で
見

受
け
ら
れ
、
地
方
に
よ
っ
て
多
く
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
番
匠
が
左
甚
五
郎

と
い
う
名
で
あ
っ
た
り
、
竹
田
と
い
う
名
で
あ
っ
た
り
、
藁
人
形
が
木
屑
で
あ
っ
た

り
も
す
る
。
代
表
的
な
伝
承
と
し
て
は
、
春
日
大
社(

奈
良
県
奈
良
市)

の
建
立
縁
起

が
あ
り
、
『
北
肥
戰
誌
』
に
「
渋
江(

し
ぶ
え)

家
由
来
の
事
」
と
し
て
そ
の
記
述
が

あ
る
。 

 

中
国
か
ら
海
を
渡
っ
て
九
州
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
話
は
大
陸
渡
来
説
と
い
わ
れ

て
い
る
。
昔
、
中
国
の
黄
河
に
住
ん
で
い
た
河
童
の
あ
る
一
族
が
、
海
を
渡
り
九
州

の
熊
本
県
南
部
球
磨
川
に
住
み
着
き
、
繁
殖
し
て
九
千
匹
に
な
っ
た
。
九
千
坊
と
称

す
る
族
長
は
と
て
も
乱
暴
で
あ
っ
た
。
肥
後
の
藩
主
加
藤
清
正
は
乱
暴
を
制
圧
す
る

た
め
に
、
九
州
一
円
か
ら
河
童
が
苦
手
と
す
る
猿
を
集
め
、
河
童
を
攻
め
た
て
て
降

参
さ
せ
た
、
と
す
る
話
で
あ
る
。
加
藤
清
正
は
戦
国
時
代
の
勇
猛
な
武
将
の
一
人
で

あ
っ
た
が
、
肥
後
に
お
け
る
治
水
灌
漑
に
お
い
て
は
後
世
に
残
る
事
業
を
残
し
た
人

物
で
あ
り
、
築
城(

建
築)

や
治
水
工
事
に
も
才
能
が
あ
っ
た
。
人
形
化
生
説
は
全
国

に
散
見
さ
れ
る
が
、
大
陸
渡
来
説
は
九
州(

熊
本)

を
舞
台
に
し
た
話
と
し
て
考
え
ら

れ
、
加
藤
清
正
が
水
の
妖
怪
で
あ
る
河
童
を
制
圧
・
支
配
し
た
話
が
、
治
水
事
業
の

功
績
を
示
す
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

 

牛
頭
天
王
御
子
説
と
は
、
河
童
を
牛
頭
天
王
の
子
孫
と
す
る
話
で
あ
る
。
姫
路
の

広
峯
神
社
や
、
京
都
の
八
坂
神
社
は
現
在
、
主
祭
神
と
し
て
ス
サ
ノ
オ
を
祀
っ
て
い

る
が
、
元
は
牛
頭
天
王(

ご
ず
て
ん
の
う)

で
あ
り
、
牛
頭
天
王
と
は
祇
園
社
の
祭
神

で
あ
る
。
牛
頭
天
王
は
疫
病
を
払
う
信
仰
の
中
心
に
あ
り
、
武
塔(

む
と
う)

神
と
同

一
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
疫
病
を
避
け
る
逸
話
と
し
て
、
武
塔
神
と
蘇
民
将
来(

そ

み
ん
し
ょ
う
ら
い)

兄
弟
の
話
が
あ
る
。
訪
れ
た
武
塔
神
を
親
切
に
迎
え
入
れ
た
兄

に
対
し
て
は
疫
病
を
免
れ
し
め
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
こ
に
牛
頭
天
王
は
登
場
し

な
い
が
、
疫
病
を
払
い
の
け
よ
う
と
す
る
祈
り
と
し
て
武
塔
神
と
牛
頭
天
王
が
結
び

つ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
河
童
を
牛
頭
天
王
の
子
と
す
る
の
は
、
疫
病
除
け
と
耕
作

の
害
虫
除
け
の
行
事
が
習
合
さ
れ
農
村
に
ま
で
広
が
り
、
農
耕
儀
礼
的
な
水
神
の
信

仰
と
結
び
つ
い
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
京
都
の
祇
園
祭
に
お

い
て
氏
子
は
祭
り
の
前
に
キ
ュ
ウ
リ
を
食
べ
な
い
、
ま
た
水
泳
ぎ
を
し
な
い
と
い
う

禁
忌
が
存
在
し
、
河
童
の
大
好
物
が
キ
ュ
ウ
リ
で
あ
る
と
い
う
性
分
や
水
難
事
故
と

関
わ
り
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 (

２)

河
童
除
け
の
呪
文 

 

河
童
の
悪
戯
を
未
然
に
防
ぐ
策
が
各
地
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
河
童
の
嫌
い
な
も
の

を
持
っ
て
い
た
り
す
る
と
河
童
は
逃
げ
去
り
、
悪
戯
さ
れ
な
い
で
済
む
と
い
う
。
そ

れ
が
鎌
な
ど
の
金
属
類
で
あ
る
。
ま
た
、
仏
飯
を
食
べ
た
後
な
ら
河
童
は
嫌
が
り
悪

戯
を
さ
れ
な
い
で
済
む
と
も
い
う
。
そ
の
他
に
は
河
童
の
悪
戯
を
未
然
に
防
ぐ
策
と

し
て
は
河
童
除
け
の
呪
文
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
幾
つ
か
の
呪
文
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

特
に
河
童
に
よ
っ
て
川
に
引
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
の
呪
文
で
あ
る
。
次

の
呪
文
が
そ
れ
ら
の
代
表
例
で
あ
る
。 

「
ヒ
ョ
ウ
ス
ベ
よ/

約
束
せ
し
を
忘
る
な
よ/

川
立
お
の
が/

あ
と
は
す
が
わ
ら
」 

 

ヒ
ョ
ウ
ス
ベ
と
は
河
童
の
別
称
で
あ
る
。
呪
文
と
し
て
は
「
約
束
を
忘
れ
る
な
」

と
語
ら
れ
て
い
る
。
呪
文
は
河
童
に
よ
る
水
難
を
避
け
る
た
め
に
あ
る
訳
だ
か
ら
、

こ
れ
か
ら
川
に
入
ろ
う
と
す
る
人
、
も
し
く
は
入
っ
て
い
る
人
が
ヒ
ョ
ウ
ス
ベ
に
対

し
て
話
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
何
か
の
約
束
の
存
在
が
河
童
に
悪
戯
を
さ
せ
な
い
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
約
束
と
は
何
で
あ
る
の
か
。 



 
こ
の
呪
文
は
、
潮
見
神
社(

佐
賀
県
武
雄
市)

の
社
家
で
あ
る
毛
利
家
に
代
々
伝
わ

る
呪
文
で
、
潮
見
神
社
は
橘
諸
兄
、
橘
奈
良
麻
呂
、
橘
島
田
麻
呂
、
橘
公
業
な
ど
橘

一
族
を
祭
神
と
し
て
祀
る
。
橘
一
族
を
祭
神
と
す
る
潮
見
神
社
に
は
「
河
童
の
証
文

石
」
と
い
う
石
が
存
在
し
て
お
り
、
証
文
石
に
関
す
る
逸
話
の
中
で
次
の
よ
う
な
約

束
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
石
に
花
の
咲
く
時
が
あ
れ
ば
、
お
前
た
ち(

河
童)

に

人
一
人
獲
る
こ
と
を
許
す
が
、
そ
れ
ま
で
は
人
を
襲
い
危
害
を
加
え
て
は
い
け
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
。
通
常
で
あ
れ
ば
石
に
花
が
咲
く
と
い
う
の
は
考
え
ら
れ
な
い
事

で
あ
る
が
、
花
が
咲
か
ぬ
よ
う
管
理
し
て
い
る
と
い
う
。 

こ
こ
で
い
う
橘
一
族
が
河
童
を
統
御
で
き
た
と
い
う
文
書
が
残
っ
て
い
る
。
前
述

の
人
形
化
生
説
の
代
表
例
と
し
て
述
べ
た
春
日
大
社
建
立
縁
起
の
記
述
が
記
載
さ
れ

て
い
る
「
渋
江
家
由
来
の
事
」
で
あ
る
。
「
渋
江
家
由
来
の
事
」
に
つ
い
て
以
下
、

概
要
を
記
す
。 

「
潮
見
城
主
渋
江
家
の
先
祖
は
、
敏
達
天
皇
の
子
孫
左
大
臣
橘
諸
兄
で
あ
る
。
そ

の
孫
島
田
丸
、
兵
部
大
輔
と
し
て
朝
廷
に
仕
え
奉
る
。
春
日
の
社
常
陸
国
鹿
島
よ

り
、
三
笠
山
へ
移
ら
せ
給
う
時
、
こ
の
島
田
丸
が
匠
の
奉
行
を
勤
め
た
。
内
匠
頭

が
九
十
九
の
人
形
を
作
っ
て
秘
法
を
行
う
と
、
火
や
風
が
人
形
を
童
の
形
に
変
化

さ
せ
た
。
そ
れ
ら
は
あ
る
と
き
は
水
底
へ
、
あ
る
と
き
は
山
上
へ
と
赴
き
精
力
を

尽
く
し
て
働
い
た
。
御
社
造
営
は
予
定
よ
り
も
早
く
完
成
し
た
。
造
営
の
あ
と
、

人
形
を
川
中
に
捨
て
た
が
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
動
き
、
人
馬
家

畜
に
被
害
が
及
ん
だ
。
今
、
河
童
と
い
う
の
は
そ
れ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
急
遽
、

島
田
丸
が
河
や
水
辺
に
触
れ
回
る
と
、
そ
れ
ら
の
禍
い
は
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
ら

を
兵
主
部(

ひ
ょ
う
す
べ)

と
い
う
。
兵
部(

ひ
ょ
う
ぶ)

が
主
で
あ
る
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
兵
主
部
は
橘
氏
の
眷
属
で
あ
る
と
い
う
。
」 

 

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
当
然
な
が
ら
渋
江
家
の
由
来
の
こ
と
で
あ
る
が
、

渋
江
家
の
由
来
に
つ
い
て
は
冒
頭
に
橘
諸
兄
を
祖
先
と
す
る
と
記
す
だ
け
で
、
そ
の

本
旨
は
河
童
の
人
形
化
生
説
に
加
え
て
河
童
の
別
称
と
し
て
兵
主
部
の
名
前
が
出
来

上
が
っ
た
理
由
と
、
そ
の
兵
主
部
が
橘
一
族
の
眷
属
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
橘
氏
を
祖
先
と
す
る
渋
江
家
が
河
童
を
統
御
す
る
こ
と
に
な
る
由
来
が
記
さ

れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。 

 

先
述
し
た
呪
文
で
は
「
約
束
を
忘
れ
る
な
」
に
続
い
て
、
「
川
立
ち
お
の
が/

あ

と
は
す
が
わ
ら
」
と
続
く
。
「
川
立
ち
お
の
が
」
の
部
分
は
「
川
立
ち
男
」
と
す
る

呪
文
も
あ
る
の
で
、
「
川
に
入
っ
て
い
る
人
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
川

立
ち
」
を
河
童
そ
の
も
の
と
す
る
伝
承
も
あ
る
の
で
、
河
童
を
指
し
て
い
る
と
い
う

見
方
も
で
き
る
。
「
あ
と
は
す
が
わ
ら
」
の
部
分
に
も
別
の
言
い
方
を
す
る
呪
文
が

あ
り
、
そ
ち
ら
に
は
「
氏
は
菅
原
」
「
我
も
菅
原
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
す
が
わ

ら
」
と
は
菅
原
氏
の
こ
と
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
我
も
」
と
す
る
場
合
は
呪
文

を
唱
え
る
者
に
限
定
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
あ
と
」
と
は
末
裔

を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
「
川
立
ち
男
」
は
「
す
が
わ
ら
」
の
家
系
に
あ
た
る
の
だ

と
い
う
の
が
、
こ
の
呪
文
の
決
め
文
句
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
呪
文
を
唱

え
た
後
に
川
に
入
る
人
物
、
あ
る
い
は
河
童
そ
の
も
の
が
菅
原
氏
と
同
じ
家
系
で
あ

る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
河
童
が
こ
の
呪
文
に
よ
っ
て
手
出
し
が

で
き
な
く
な
る
理
由
は
二
通
り
考
え
ら
れ
る
。
菅
原
氏
と
同
じ
家
系
で
あ
る
か
、
あ

る
い
は
菅
原
氏
の
眷
属
と
し
て
主
従
関
係
が
成
立
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。 

 (

３)

渋
江
家
の
系
譜 

渋
江
家
が
祖
先
と
す
る
橘
諸
兄(

六
八
四
‐
七
五
七)

は
奈
良
時
代
に
藤
原
四
兄
弟

の
相
次
ぐ
死
去(

七
三
七)

の
後
、
右
大
臣
左
大
臣
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し

藤
原
仲
麻
呂
が
勢
力
を
の
ば
す
と
隠
居
を
す
る
。
そ
の
子
、
橘
奈
良
麻
呂(

七
二
一

‐
七
五
七)

は
、
藤
原
仲
麻
呂
の
専
横
を
嫌
い
、
謀
反
を
計
画(

橘
奈
良
麻
呂
の
乱)

す
る
が
こ
れ
が
発
覚
し
、
処
刑
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
記
録
と
し
て
は
定
か
で
は
な

く
配
流
説
も
あ
り
、
佐
賀
県
武
雄
市
橘
に
残
る
伝
承
で
は
配
流
に
な
っ
た
橘
奈
良
麻

呂
が
上
陸
し
た
と
い
う
こ
と
で
「
楢
崎
」
と
い
う
地
名
に
な
っ
た
と
す
る
伝
承
が
あ

る
。 

 

河
童
を
自
在
に
統
御
し
た
と
さ
れ
る
渋
江
家
は
中
世
に
お
い
て
肥
前
橘
潮
見
の
領

主
で
、
「
渋
江
家
の
由
来
の
事
」
が
書
か
れ
た
の
は
領
主
に
な
っ
て
か
ら
、
一
三
〇

〇
年
前
後
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
橘
公
業
が
伊
予
宇
和
郡
の
本
領
を
召
し
上
げ
ら
れ
、

肥
前
橘
潮
見
に
移
動
さ
せ
ら
れ
た
後
、
彼
の
孫
た
ち
が
分
家
を
行
う
時
に
嫡
流
を
渋

江
と
す
る
の
が
渋
江
家
の
始
ま
り
で
あ
る
。
藤
原
氏
北
家
の
一
つ
で
あ
る
西
園
寺
家

は
伊
予
国
に
対
し
て
執
着
が
強
く
、
一
二
三
六
年
幕
府
に
強
要
し
、
橘
公
業
の
知
行

を
止
め
さ
せ
、
自
ら
の
所
領
と
し
て
い
る
。
橘
公
業
は
そ
の
代
わ
り
と
し
て
肥
前
橘

潮
見
へ
移
動
と
な
る
。
こ
の
時
橘
公
業
は
、
先
祖
の
代
よ
り
居
住
し
、
知
行
し
て
き

た
所
領
を
咎
な
く
召
し
放
た
れ
る
の
は
耐
え
難
い
と
訴
え
て
い
る
。
公
業
の
不
運
と

奈
良
麻
呂
の
受
難
、
双
方
と
も
に
橘
氏
が
藤
原
氏
と
の
政
争
に
敗
れ
る
こ
と
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。 



 (

４)
菅
原
家
の
系
譜
と
兵
主
神 

 

四
世
紀
頃
か
ら
続
い
て
き
た
古
墳
時
代
は
七
世
紀
半
ば
頃
に
終
末
を
迎
え
る
。
そ

れ
ま
で
葬
送
に
携
わ
っ
て
き
た
土
師(

は
じ)

氏
は
、
八
世
紀
後
半
に
な
っ
て
菅
原
氏
、

秋
篠
氏
、
大
江
氏
へ
と
改
氏
す
る
。
こ
れ
が
後
の
菅
原
氏
で
あ
り
、
特
に
有
名
な
菅

原
道
真
は
改
氏
し
て
か
ら
四
代
目
に
あ
た
る
。
ま
た
土
師
氏
は
野
見
宿
禰
を
祖
先
と

す
る
の
で
、
菅
原
氏
の
祖
先
は
野
見
宿
禰
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
土
師
氏
が
野
見
宿

禰
を
祖
先
と
す
る
の
は
、
『
日
本
書
紀
』
に
野
見
宿
禰
が
登
場
す
る
箇
所
に
記
述
さ

れ
て
い
る
。 

野
見
宿
禰
は
『
日
本
書
紀
』
の
中
で
二
つ
の
記
述
に
登
場
し
て
い
る
。
と
も
に
垂

仁
天
皇
の
条
、
相
撲
起
源
と
も
い
わ
れ
る
当
麻
蹶
速
と
の
相
撲
が
記
さ
れ
る
箇
所
と
、

も
う
一
つ
は
埴
輪
起
源
と
も
い
わ
れ
る
記
述
の
箇
所
で
、
埴
輪
を
考
案
し
た
人
物
と

し
て
記
さ
れ
て
い
る
。 

相
撲
の
起
源
説
話
と
し
て
語
ら
れ
る
「
野
見
宿
禰
と
当
麻
蹶
速
の
捔
力
」
の
記
事

は
、
七
二
〇
年
成
立
の
『
日
本
書
紀
』
十
一
代
垂
仁
天
皇
七
年
七
月
七
日
条
に
記
さ

れ
る
。
概
要
を
以
下
に
記
す
。 

「
当
麻
邑
に
当
麻
蹶
速
と
い
う
力
の
強
い
も
の
が
い
て
、
ど
こ
か
に
力
の
強
い
も

の
が
い
れ
ば
生
死
を
問
わ
ず
力
比
べ
が
し
た
い
と
い
つ
も
人
々
に
語
っ
て
い
る
の

を
垂
仁
天
皇
が
お
聞
き
に
な
り
、
当
麻
蹶
速
と
、
彼
に
並
ぶ
勇
士
で
あ
る
出
雲
国

の
野
見
宿
禰
を
呼
び
、
彼
ら
に
捔
力
と
ら
せ
た
。
腰
を
砕
か
れ
殺
さ
れ
た
当
麻
蹶

速
の
土
地
を
野
見
宿
禰
が
賜
う
こ
と
と
な
っ
た
。
」 

 

野
見
宿
禰
と
当
麻
蹶
速
が
相
撲
を
と
っ
た
と
す
る
場
所
が
あ
る
。
そ
の
伝
承
地
は

垂
仁
天
皇
の
宮
跡
と
さ
れ
る
奈
良
県
桜
井
市
纒
向
・
穴
師
に
あ
る
。
垂
仁
天
皇
が
二

人
を
呼
び
寄
せ
て
相
撲
を
と
ら
せ
た
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
垂
仁
天
皇
が
遷
都
し
た
地

に
相
撲
の
伝
承
が
残
る
の
も
納
得
が
い
く
。
そ
の
伝
承
地
は
現
在
、
野
見
宿
禰
を
祭

神
と
す
る
相
撲
神
社
の
境
内
に
あ
た
る
。
そ
し
て
、
こ
の
相
撲
神
社
を
摂
社
と
し
て

い
る
の
が
、
祭
神
を
兵
主
神
と
す
る
穴
師
坐
兵
主
神
社
で
あ
る
。 

 

兵
主
神
と
は
『
史
記
』
に
み
ら
れ
る
八
神
の
一
つ
で
あ
る
。
八
つ
の
神
と
は
、
天

主
、
地
主
、
兵
主
、
陰
主
、
陽
主
、
月
主
、
日
主
、
四
時
主
と
呼
ば
れ
る
神
で
あ
り
、

兵
主
と
は
黄
帝
と
戦
っ
た
と
い
う
古
代
中
国
の
伝
説
的
存
在
と
し
て
の
蚩
尤
の
こ
と

で
あ
る
。
蚩
尤
と
は
砂
を
食
し
武
器(

鉄)

を
生
み
出
す
伝
説
上
の
存
在
で
あ
る
。
武

器
を
生
み
出
す
存
在
で
あ
っ
た
の
で
、
闘
い
に
強
く
、
彼
は
相
撲
を
得
意
と
し
て
い

た
。
蚩
尤
戯
と
は
相
撲
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
兵
主
と
名
の
つ
く
神
社
は
全
国
に

約
五
十
社
あ
り
、
式
内
社
と
し
て
は
穴
師
坐
兵
主
神
社
を
含
め
て
約
二
〇
社
あ
る
。

そ
れ
ら
の
多
く
は
但
馬
地
方(

兵
庫
県
豊
岡
市)

に
集
中
し
て
い
る
。
豊
岡
市
に
は
ア

メ
ノ
ヒ
ボ
コ
を
祭
神
と
す
る
出
石
神
社
が
あ
り
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
に
は
、
頻
繁
に
洪

水
が
起
こ
っ
た
こ
の
地
域
で
治
水
事
業
を
行
っ
た
と
す
る
伝
承
が
あ
る
。
『
記
紀
』

で
は
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
は
新
羅
の
王
子
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
『
古
事
記
』
に
お
い

て
は
、
祖
国
に
帰
る
と
い
っ
て
出
て
行
っ
た
妻
を
追
い
か
け
て
や
っ
て
き
た
と
す
る

記
述
が
あ
る
。
や
っ
て
き
た
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
は
各
地
を
遍
歴
し
、
最
終
的
に
但
馬
に

た
ど
り
着
き
、
留
ま
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
遍
歴
地
と
兵
主
神
社
の
所
在
地
が
お

お
ま
か
に
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
は
兵
主
神
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
を
祖
先
と
す
る
系
譜
に
は
タ
ジ
マ
モ
リ
が
い
る
。
豊
岡
に
は
タ
ジ

マ
モ
リ
を
、
お
菓
子
の
神
と
し
て
祭
神
と
す
る
中
嶋
神
社
が
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』

で
は
、
こ
の
タ
ジ
マ
モ
リ
と
は
垂
仁
天
皇
が
不
老
不
死
の
果
物(

橘)

を
取
っ
て
く
る

よ
う
命
じ
た
人
物
で
あ
り
、
タ
ジ
マ
モ
リ
が
帰
っ
て
く
る
前
に
垂
仁
天
皇
は
亡
く
な

り
、
タ
ジ
マ
モ
リ
は
悲
し
み
の
あ
ま
り
死
す
る
こ
と
と
な
る
。
橘
を
菓
子
と
見
立
て

た
の
が
菓
子
の
神
と
な
る
由
来
で
あ
る
。
垂
仁
天
皇
の
御
陵
は
、
現
在
の
奈
良
県
奈

良
市
菅
原
町
の
近
く
に
あ
り
、
こ
の
菅
原
町
は
菅
原
氏
の
出
身
地
に
な
る
。
ま
た
、

橘
一
族
の
橘
姓
は
橘
諸
兄
の
母
三
千
代
か
ら
始
ま
る
が
、
杯
に
浮
か
ぶ
橘
を
見
て
そ

の
姓
を
賜
っ
た
と
す
る
伝
承
が
あ
り
、
不
老
不
死
の
果
実
と
し
て
求
め
ら
れ
た
橘
と

ま
っ
た
く
の
無
関
係
だ
と
も
思
え
な
い
。
垂
仁
天
皇
と
タ
ジ
マ
モ
リ
は
不
老
不
死
と

い
う
神
仙
思
想
で
繋
が
っ
て
お
り
、
タ
ジ
マ
モ
リ
が
治
水
伝
説
の
あ
る
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
を
祖
先
と
し
て
い
る
。 

ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
を
兵
主
神
と
見
た
場
合
、
垂
仁
天
皇
と
兵
主
神
も
ま
た
密
接
な
繋

が
り
が
あ
り
、
垂
仁
天
皇
の
下
で
相
撲
強
者
と
し
て
勝
利
し
、
そ
の
後
召
抱
え
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
野
見
宿
禰
も
ま
た
、
兵
主
神
と
深
い
関
係
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き

る
。 

 (

５)
野
見
宿
禰
と
兵
主
部 

「
渋
江
家
の
由
来
の
事
」
は
一
三
〇
〇
年
前
後
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
兵
主
部

(

河
童)

を
統
御
す
る
力
と
、
春
日
大
社(

大
き
な
建
築
物)

を
早
期
に
作
っ
て
し
ま
う

力
を
持
つ
、
橘
氏
の
偉
大
さ
を
示
す
説
話
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
何
故
兵
主
部

の
登
場
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
統
御
能
力
が
必
要
な
の
か
、
ま
た
、
春
日
大
社
と
い



う
大
き
な
建
築
物
の
造
営
に
尽
力
す
る
が
、
何
故
藤
原
氏
の
氏
神
を
祀
る
春
日
大
社

で
あ
る
の
か
。
橘
氏
に
と
っ
て
藤
原
氏
と
は
、
中
央
政
権
か
ら
地
方
へ
と
追
い
や
っ

た
氏
族
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
渋
江
家
由
来
の
事
」
に
登
場
す
る
島
田
丸
と
は
、
奈

良
麻
呂
の
子
供
で
あ
る
島
田
麻
呂
で
あ
る
。 

 

菅
原
道
真
も
ま
た
、
藤
原
氏
に
よ
っ
て
大
宰
府
に
左
遷
さ
れ
て
い
る
。
菅
原
道
真

は
、
宇
多
天
皇
の
信
任
を
受
け
て
昇
進
を
重
ね
、
宇
多
天
皇
譲
位
後
、
醍
醐
天
皇
に

な
っ
て
も
信
任
を
受
け
、
昇
進
は
続
い
て
い
た
。
し
か
し
、
藤
原
時
平
に
天
皇
廃
立

を
讒
訴
さ
れ
、
九
〇
一
年
、
大
宰
府
へ
左
遷
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
九
〇
三
年
現
地
に

て
死
ん
で
い
る
。
左
遷
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
醍
醐
天
皇
の
信
用
を
失
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
に
、
七
五
七
年
の
橘
奈
良
麻
呂
の
変
は
、
藤
原
仲
麻
呂

を
殺
害
す
る
計
画
と
天
皇
廃
立
を
企
て
た
も
の
で
あ
っ
た
。
謀
反
の
理
由
を
問
わ
れ

た
奈
良
麻
呂
は
、
仲
麻
呂
の
政
治
が
無
道
で
あ
り
、
特
に
東
大
寺
造
営
に
人
民
が
辛

苦
し
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。 

菅
原
道
真
は
死
後
、
怨
霊
と
な
り
、
雷
神
と
な
っ
て
、
時
平
や
そ
の
子
孫
、
皇
太

子
や
天
皇
を
死
に
至
ら
し
め
、
祟
り
を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
、
そ
の
怖
れ
か
ら
平
安

時
代
に
は
朝
廷
の
並
々
な
ら
ぬ
崇
敬
が
あ
り
、
天
神
と
な
る
。
天
神
信
仰
に
は
、

「
忠
孝
、
正
直
の
神
様
」
と
い
っ
た
信
仰
ま
で
備
わ
っ
て
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
に
菅
原

道
真
の
左
遷
は
事
実
無
根
の
こ
と
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者

は
、
菅
原
道
真
に
対
す
る
信
仰
と
そ
の
信
仰
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
道
真
の
左

遷
に
対
し
て
、
「
奈
良
麻
呂
の
受
難
」
を
重
ね
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
に
「
渋
江
家
由
来

の
事
」
と
河
童
除
け
の
呪
文
が
創
作
さ
れ
た
意
図
を
み
る
。 

「
渋
江
家
由
来
の
事
」
で
は
、
勅
命
に
従
い
、
藤
原
氏
に
友
好
的
で
あ
る
姿
勢
が

基
調
に
あ
る
。
奈
良
麻
呂
の
子
供
で
あ
る
島
田
麻
呂
が
こ
の
よ
う
な
活
躍
を
す
る
の

は
不
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
え
て
巨
大
な
建
造
物
を
造
る
活
躍
を
さ
せ
、
結
果

と
し
て
河
童
を
生
み
出
し
、
そ
れ
が
人
馬
を
苦
し
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
橘
奈
良
麻

呂
の
謀
反
の
理
由
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
渋
江
家
の
由
来
と
し
な

が
ら
も
、
由
来
に
関
す
る
の
は
冒
頭
の
み
で
、
む
し
ろ
兵
主
部
誕
生
の
由
来
で
あ
り
、

そ
の
河
童
を
統
御
し
て
い
る
島
田
麻
呂
が
兵
部
大
輔
で
あ
っ
た
が
故
に
、
兵
部
を
主

と
す
る
兵
主
部
だ
と
主
張
す
る
。
こ
こ
に
河
童
除
け
の
呪
文
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
渋
江
家
が
創
作
し
よ
う
と
し
た
説
話
は
完
成
す
る
と
考
え
る
。
「
渋
江
家
由
来
の

事
」
だ
け
で
は
、
菅
原
氏
と
重
な
る
部
分
を
持
た
な
い
。
渋
江
家
由
来
の
事
と
し
て

河
童
の
誕
生
説
話
を
挿
入
し
、
そ
れ
を
統
御
で
き
る
呪
文
を
作
る
。
そ
も
そ
も
、
渋

江
家
の
由
来
だ
け
で
あ
れ
ば
、
兵
主
部
の
登
場
は
考
え
ら
れ
な
い
。
島
田
麻
呂
に
従

順
な
活
躍
を
さ
せ
る
に
し
て
も
、
兵
主
部
の
登
場
は
不
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
兵

主
部
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
菅
原
氏
と
の
つ
な
が
り
を
持
た
せ
る
こ
と
が

で
き
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
渋
江
家
由
来
が
創
作
さ
れ
た
時
期
、
そ
こ

に
は
兵
主
部
と
菅
原
氏
の
強
い
繋
が
り
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意

識
を
明
確
に
支
え
て
い
た
の
は
菅
原
氏
の
祖
先
と
し
て
の
野
見
宿
禰
の
存
在
と
兵
主

神
の
関
係
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
渋
江
家
由
来
の
事
」
の
末
文
で
、
兵
主
部
を
兵
部
の
主
と
す
る
の
は
不
自
然
で

あ
り
、
兵
主
の
部
と
す
る
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
渋
江
家
と
菅
原
家
を
重

ね
る
た
め
に
は
、
兵
部
大
輔
島
田
丸
を
主
と
す
る
兵
主
部
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
と
考
え
る
。
河
童
の
別
称
は
多
く
あ
る
が
、
菅
原
道
真
が
大
宰
府
に
滞
在
し

た
こ
と
も
含
め
、
九
州
地
方
に
存
在
し
た
ヒ
ョ
ウ
ス
ベ(

河
童)

で
な
け
れ
ば
「
渋
江

家
由
来
の
事
」
と
、
「
河
童
除
け
の
呪
文
」
は
創
作
し
え
な
か
っ
た
。 

 

２ 

七
夕
と
相
撲 

(

１)

相
撲
節
会
と
七
夕
の
原
像 

 

河
童
と
野
見
宿
禰
は
兵
主
神
を
求
心
点
と
し
た
関
係
性
の
中
で
強
く
意
識
さ
れ
、

伝
承
の
深
層
に
根
付
い
て
い
る
こ
と
は
前
章
で
み
て
き
た
。
河
童
は
相
撲
を
好
む
が
、

相
撲
の
元
祖
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
は
野
見
宿
禰
を
挙
げ
て
い
る
。
「
野
見
宿
禰
と

当
麻
蹶
速
の
捔
力
」
の
記
事
は
、
垂
仁
天
皇
七
年
七
月
七
日
条
に
記
さ
れ
る
。 

本
章
で
は
、
こ
の
説
話
が
七
月
七
日
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
み
る
。
七

月
七
日
の
相
撲
と
い
う
と
、
八
世
紀
初
頭
か
ら
十
二
世
紀
ま
で
続
く
相
撲
節
会
も
当

初
、
七
月
七
日
に
行
わ
れ
て
い
た
。
相
撲
節
会
と
は
各
地
か
ら
力
士
を
呼
び
寄
せ
、

宮
中
に
て
相
撲
を
と
る
天
覧
相
撲
の
こ
と
で
あ
る
。
垂
仁
天
皇
に
つ
い
て
の
記
述
は
、

一
世
紀
前
半
の
出
来
事
と
し
て
描
か
れ
て
い
て
、
相
撲
節
会
は
「
野
見
宿
禰
と
当
麻

蹶
速
の
捔
力
」
を
故
事
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
相
撲
の
起
源
説
話
と
し
て
語
ら
れ

る
「
野
見
宿
禰
と
当
麻
蹶
速
の
捔
力
」
の
日
付
は
、
作
為
的
に
作
ら
れ
た
も
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
垂
仁
天
皇
七
年
七
月
七
日
と
、
あ
え
て
「
七
」
を
三
つ
揃
え
て
日
付

に
し
て
お
り
、
「
野
見
宿
禰
と
当
麻
蹶
速
の
捔
力
」
を
故
事
と
し
て
成
立
し
て
い
る

相
撲
節
会
が
当
初
七
月
七
日
の
行
事
と
し
て
始
ま
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。 

7
20

年
に
完
成
し
て
い
る
『
日
本
書
紀
』
と
相
撲
節
会
は
そ
も
そ
も
同
時
期
の
成

立
な
の
で
、
相
撲
節
会
開
催
の
構
想
に
際
し
、
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
段
階
で
意
図



的
に
日
付
を
七
月
七
日
に
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ど
う
し
て
七
月
七
日
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
「
七
月
七
日
」
で
想
起
す
る
こ
と
と
い
え
ば
七
夕
で
あ
る

が
、
相
撲
節
会
は
成
立
当
初
、
七
夕
の
詩
賦
と
同
日
の
開
催
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

や
は
り
七
夕
と
の
関
係
は
無
視
で
き
な
い
。 

七
夕
が
成
立
し
た
の
は
古
代
中
国
に
お
い
て
で
あ
る
。
一
般
的
に
七
夕
と
は
牽
牛

(

彦
星)

と
織
女
が
年
に
一
度
七
月
七
日
に
天
の
川
で
出
会
う
日
と
さ
れ
、
願
い
事
を

短
冊
に
書
い
て
竹
に
吊
る
し
、
川
へ
流
す
祭
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
原
像
は
現

在
の
七
夕
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
様
子
が
異
な
り
、
天
の
川
の
祭
り
、
つ
ま
り
水
神
の
祭

り
で
あ
っ
た
。
牽
牛
の
原
像
は
豊
穣
を
祈
念
す
る
水
神
へ
の
供
犠
そ
の
も
の
と
考
え

ら
れ
、
織
女
は
水
神
に
嫁
す
る
女
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
牽
牛
の
「
牽
」
と

は
そ
も
そ
も
犠
牲
の
た
め
の
生
き
物
と
い
う
意
味
か
ら
、
牽
牛
を
動
物
供
犠
の
牛
そ

の
も
の
だ
と
し
、
織
女
の
原
像
に
つ
い
て
は
水
神
に
嫁
ぐ
人
身
供
犠
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
河
童
が
水
神
の
零
落
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
も
と
も
と
は
水

神
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
水
神
に
対
す
る
動
物
供
犠
、
人
身
供
犠
が
七
夕
の
原
像
で
あ

る
な
ら
ば
、
七
夕
は
河
童
の
祭
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
河
童
に
は
牛
馬
を
引
き
ず

り
込
む
と
い
う
性
分
が
あ
り
、
洪
水
を
鎮
め
る
た
め
や
治
水
工
事
を
す
る
た
め
に
人

柱
と
し
て
女
性
を
犠
牲
に
し
て
き
た
と
い
う
伝
承
が
残
っ
て
い
る
。 

 (

２)

七
夕
の
原
像
と
ス
サ
ノ
オ 

七
夕
と
の
興
味
深
い
類
似
例
と
し
て
、
『
記
紀
』
に
描
か
れ
る
「
天
の
岩
屋
」
神

話
の
く
だ
り
が
あ
る
。
そ
れ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
の
岩
屋
に
お
隠
れ
に
な
る
直
接
的

と
も
い
え
そ
う
な
理
由
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
以
下
、
該
当
記
述
の
概
要
を
記
す
。 

「
ス
サ
ノ
オ
は
姉
の
ア
マ
テ
ラ
ス
に
別
れ
を
告
げ
て
か
ら
根
の
国
へ
行
こ
う
と
思

い
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
治
め
る
高
天
原
へ
と
登
っ
て
い
く
。
ア
マ
テ
ラ
ス
は
ス
サ
ノ

オ
が
高
天
原
を
奪
い
に
来
た
の
だ
と
考
え
た
。
ス
サ
ノ
オ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
の
疑
い

を
解
く
た
め
、
誓
約
を
し
よ
う
と
言
っ
た
。
二
神
は
天
の
安
河
を
挟
ん
で
誓
約
を

行
っ
た
。
そ
の
後
、
ス
サ
ノ
オ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
の
神
田
で
、
春
は
種
を
重
ね
播
き

し
、
あ
る
い
は
田
の
畔
を
こ
わ
し
た
り
し
た
。
秋
は
ま
だ
ら
毛
の
馬
を
放
し
て
田

を
荒
ら
し
た
。
ま
た
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
新
嘗
の
祭
り
を
行
な
っ
て
お
ら
れ
る
と
き

に
、
部
屋
に
糞
を
し
た
。
ま
た
ア
マ
テ
ラ
ス
が
神
衣
を
織
る
た
め
、
機
殿
に
お
ら

れ
る
と
き
、
ま
だ
ら
毛
の
馬
の
皮
を
逆
さ
に
剥
い
で
屋
根
か
ら
落
し
入
れ
た
。
ア

マ
テ
ラ
ス
は
大
変
驚
き
機
織
の
梭
で
身
体
を
そ
こ
な
わ
れ
た
。
ア
マ
テ
ラ
ス
は
天

の
岩
屋
に
隠
れ
ら
れ
、
そ
れ
で
国
中
が
暗
闇
で
覆
わ
れ
た
。
八
十
万
の
神
た
ち
は

相
談
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
天
の
岩
屋
戸
か
ら
導
き
だ
し
た
。
そ
の
後
、
罪
を
ス
サ

ノ
オ
に
き
せ
て
、
た
く
さ
ん
の
捧
げ
物
を
お
供
え
す
る
罰
を
負
わ
せ
た
。
髪
、
手

足
の
爪
を
ぬ
い
て
罪
の
あ
が
な
い
を
さ
せ
、
高
天
原
か
ら
追
放
さ
れ
た
。
」 

ま
ず
、
ス
サ
ノ
オ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
に
謀
反
の
意
思
あ
り
と
思
わ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
誓
約
の
後
の
ス
サ
ノ
オ
の
行
為
は
す
べ
て
、
豊
作
を
邪
魔
す
る
行
為
で
あ
る
。

そ
の
後
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
天
の
岩
屋
戸
か
ら
導
き
だ
し
、
罪
を
ス
サ
ノ
オ
に
き
せ
て
、

髪
を
ぬ
き
、
手
足
の
爪
を
ぬ
き
、
高
天
原
か
ら
追
放
す
る
こ
と
で
修
祓
の
儀
式
が
行

な
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ス
サ
ノ
オ
の
存
在
そ
の
も
の
を
追
放
す
る
こ
と
で
修
祓

の
儀
式
は
完
了
す
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
ス
サ
ノ
オ
の
行
為
と
は
、
機
織
を
す
る

ア
マ
テ
ラ
ス
の
と
こ
ろ
へ
、
ス
サ
ノ
オ
が
馬
の
皮
を
剥
い
で
投
げ
込
む
行
為
で
あ
る
。

馬
を
機
屋
に
投
げ
込
む
行
為
を
動
物
供
犠
と
し
、
傷
つ
い
た
機
織
女
の
死
を
人
身
供

犠
と
し
て
み
れ
ば
、
七
夕
の
原
像
と
酷
似
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
そ
の
直
後
、
ア

マ
テ
ラ
ス
が
天
の
岩
屋
に
お
隠
れ
に
な
り
世
界
は
暗
闇
と
化
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
、
七
夕
を
忌
避
す
る
考
え
方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。

七
夕
の
忌
避
は
、
言
い
換
え
れ
ば
水
神
の
祭
祀
、
水
神
の
忌
避
と
な
る
。 

 (

３)

殺
牛
馬
の
習
俗
に
つ
い
て 

七
夕
の
原
像
、
つ
ま
り
動
物
供
犠
と
人
身
供
犠
が
忌
み
嫌
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
文

脈
を
『
日
本
書
紀
』
に
確
認
で
き
る
。
一
つ
は
殺
牛
馬
習
俗
の
禁
止
、
そ
し
て
一
つ

は
殉
死
の
禁
止
で
あ
る
。 

殺
牛
馬
習
俗
は
二
つ
に
大
別
で
き
る
。
雨
乞
い
に
関
す
る
も
の
と
祟
り
神
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
皇
極
元
年(

六
四
二)

七
月
条
に
は
、
村
々
の
信
仰
の

指
導
的
立
場
の
者
が
い
て
、
そ
の
者
た
ち
の
教
え
に
従
っ
て
、
牛
馬
を
殺
し
て
祈
り
、

市
を
移
し
、
ま
た
水
神
に
祈
っ
た
り
し
た
が
、
雨
乞
い
の
効
き
目
は
な
か
っ
た
と
記

述
す
る
箇
所
が
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
雨
乞
い
の
た
め
に
牛
馬
を

殺
す
習
俗
が
多
く
の
村
に
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
日
本
書

紀
』
天
武
四
年(

六
七
五)

の
記
述
で
は
、
牛
馬
な
ど
の
肉
を
食
す
こ
と
を
禁
じ
る
記

述
が
あ
る
。
殺
牛
馬
の
習
俗
に
つ
い
て
は
農
耕
に
お
け
る
牛
の
使
役
が
な
く
な
る
一

九
五
〇
年
代
の
頃
ま
で
続
い
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
、
民
俗
調
査
で
報
告
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
『
日
本
霊
異
記
』(

九
世
紀
成
立)

で
は
祟
り
神
の
存
在
が
語
ら
れ
、
そ

の
祟
り
神
を
祭
る
た
め
に
殺
牛
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。 



 
天
武
朝
の
禁
令
は
厳
密
に
は
肉
食
を
食
す
の
を
禁
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の

禁
令
の
影
響
で
殺
牛
馬
の
雨
乞
い
が
生
き
馬
の
奉
納
と
な
り
、
絵
馬
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
殺
牛
馬
そ
の
も
の
の
禁
止
も
伴
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、

そ
の
根
底
に
は
放
生
思
想
と
浄
・
不
浄
の
意
識
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
河
童
の

性
分
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
殺
牛
馬
の
習
俗
は
河
童
駒
引
と
し
て
語
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
雨
乞
い
は
自
然
現
象
で
あ
る
雨
に
対
す
る
関
与
で
あ
り
、
水
の
神
に

対
す
る
働
き
か
け
と
し
て
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
祟
り
に
つ
い
て
は
河
童
の
起
源
譚

の
一
つ
で
あ
っ
た
、
牛
頭
天
王
の
子
孫
と
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
る
。
祇
園
社
は
も
と

も
と
祭
神
を
牛
頭
天
王
と
し
、
現
在
は
ス
サ
ノ
オ
な
の
で
あ
る
。 

 (

４)

殉
死
の
禁
止
に
つ
い
て 

 

こ
こ
で
い
う
殉
死
の
禁
止
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
に
登
場
す
る
野
見
宿
禰

に
関
す
る
記
述
と
河
童
に
関
わ
る
問
題
だ
け
に
限
る
。
該
当
す
る
記
述
は
『
日
本
書

紀
』
垂
仁
二
十
八
年
と
三
十
二
年
の
記
述
に
あ
た
る
。
以
下
、
ま
と
め
て
概
要
を
記

す
。 「

二
十
八
年
、
天
皇
の
同
母
弟
が
亡
く
な
ら
れ
、
葬
っ
た
祭
に
側
近
を
墓
の
周
り

に
生
き
埋
め
に
し
た
。
し
か
し
、
数
日
経
っ
て
も
死
な
ず
、
昼
夜
泣
き
う
め
い
た
。

つ
い
に
死
に
至
り
犬
や
鳥
が
集
ま
り
食
べ
た
。
天
皇
は
こ
の
う
め
き
声
を
聞
か
れ

て
、
大
変
心
を
痛
め
ら
れ
た
。
殉
死
は
あ
ま
り
に
も
痛
々
し
い
の
で
、
古
く
か
ら

の
習
慣
で
あ
っ
て
も
こ
れ
か
ら
は
殉
死
を
止
め
る
よ
う
に
と
い
わ
れ
た
。
」 

「
三
十
二
年
に
は
、
皇
后
が
亡
く
な
ら
れ
、
天
皇
は
殉
死
の
代
わ
り
を
ど
う
し
た

ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
と
尋
ね
ら
れ
た
。
野
見
宿
禰
が
進
言
し
、
後
世
に
殉
死
を
伝

え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
埴
輪
を
作
っ
て
後
の
き
ま
り
と
し

ま
し
ょ
う
と
い
っ
た
。
野
見
宿
禰
は
土
師
を
呼
び
寄
せ
、
自
ら
が
土
師
部
を
使
い

人
馬
な
ど
の
埴
輪
を
作
っ
た
。
天
皇
は
大
変
喜
ば
れ
、
埴
輪
を
た
て
た
。
そ
し
て

野
見
宿
禰
を
土
師
の
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
野
見
宿
禰
は
土
師
氏
の
祖
先
で
あ

る
。
」 

こ
の
記
述
内
容
は
埴
輪
起
源
と
見
ら
れ
る
が
、
埴
輪
は
円
筒
埴
輪
か
ら
始
ま
っ
て

お
り
、
こ
の
記
述
に
書
か
れ
て
い
る
年
代
と
人
馬
の
埴
輪
の
製
作
さ
れ
始
め
た
年
代

と
の
間
に
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
記
述
内
容
に
つ
い
て
は
考
古
学
的

知
見
に
お
い
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
内
容
は
、

殉
死
を
忌
み
嫌
い
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
埴
輪
が
考
え
だ
さ
れ
、
そ
れ
を
考
案

し
製
作
に
携
わ
っ
た
の
が
野
見
宿
禰
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
殉

死
は
葬
送
に
お
け
る
人
身
供
犠
で
あ
り
、
記
述
に
従
う
と
古
く
か
ら
の
習
俗
で
あ
っ

た
と
い
う
。
ま
た
、
前
述
し
た
タ
ジ
マ
モ
リ
も
垂
仁
天
皇
の
御
陵
で
亡
く
な
っ
た
と

記
さ
れ
て
お
り
、
殉
死
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。 

他
に
、
水
神
の
伝
説
と
し
て
、
洪
水
を
治
め
る
た
め
に
娘
が
川
に
入
り
、
河
伯
の

妻
と
な
る
話
が
伝
承
と
し
て
各
地
に
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
。
史
料
と
し
て
は
『
日
本

書
紀
』
仁
徳
十
一
年
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
概
要
を
記
す
。 

「
茨
田(

ま
ん
だ)

の
堤
防
を
築
く
際
、
何
度
も
壊
れ
る
箇
所
が
二
箇
所
あ
っ
た
。

天
皇
が
夢
を
見
ら
れ
、
神
が
教
え
て
く
れ
る
の
に
は
、
強
頸(

こ
わ
く
び)

衫(

こ
ろ

も
の)

子(

こ)

、
二
人
を
河
伯
に
奉
ず
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
た
。
強
頸
は

悲
し
み
な
が
ら
も
入
ら
れ
た
。
堤
防
は
完
成
し
た
。
衫
子
は
ヒ
サ
ゴ(

瓢
箪)

を
用

意
し
、
こ
れ
を
沈
め
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
本
当
の
神
意
と
し
て
河
に
入
ろ
う
と

思
う
が
、
も
し
沈
め
ら
れ
な
か
っ
た
ら
偽
り
の
神
と
思
う
の
で
入
る
必
要
は
な
い

で
あ
ろ
う
と
、
言
っ
て
ヒ
サ
ゴ
を
投
げ
入
れ
た
。
し
か
し
、
沈
ま
な
い
ヒ
サ
ゴ
は

浮
き
沈
み
し
な
が
ら
、
遠
く
に
流
れ
て
い
っ
た
。
衫
子
は
命
を
失
う
こ
と
な
く
、

そ
し
て
堤
防
も
完
成
し
た
。
」 

 

こ
こ
に
登
場
す
る
の
は
河
伯
で
あ
っ
て
河
童
で
は
な
い
が
、
日
本
の
伝
承
で
は
通

常
、
河
童
と
同
義
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
河
伯
を
別
の
存
在
に
求
め
る
の
で
あ
れ

ば
、
中
国
の
伝
承
に
あ
る
黄
河
の
神
と
な
る
。
中
国
の
伝
承
で
は
、
河
伯
は
若
い
女

性
を
供
犠
と
し
て
求
め
、
そ
れ
が
絶
え
る
と
洪
水
を
起
こ
す
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
河
童
起
源
譚
と
し
て
示
し
た
中
国
黄
河
か
ら
の
大
陸
渡
来
説
と
合
致
す
る
。
妻
を

娶
っ
た
り
人
身
の
供
犠
を
求
め
る
点
は
、
河
童
が
娘
と
交
わ
っ
て
子
孫
を
残
そ
う
と

し
た
り
、
尻
子
玉
を
好
ん
だ
り
、
女
性
の
ホ
ト(

陰
部)

を
触
ろ
う
と
し
た
り
す
る
性

分
を
持
っ
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。 

 

『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
仁
徳
天
皇
条
の
記
述
は
、
治
水
・
灌
漑
事
業
に
関
す
る

事
跡
が
多
い
。
茨
田
の
治
水
事
業
は
巨
大
な
事
業
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

こ
に
河
伯(

河
童)

が
登
場
し
て
い
る
の
も
興
味
深
い
が
、
問
題
は
人
身
供
犠
が
失
敗

し
、
偽
り
の
神
と
決
定
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
沈
ま
な
い
瓢
箪
を
必
死
に

沈
ま
せ
よ
う
と
し
な
が
ら
、
才
智
の
あ
る
衫
子
に
負
け
て
し
ま
う
。
少
し
滑
稽
さ
さ

え
感
じ
ら
れ
る
記
述
で
あ
る
。
仁
徳
天
皇
は
十
六
代
の
天
皇
で
あ
り
、
十
一
代
天
皇

で
あ
る
垂
仁
天
皇
の
記
述
よ
り
は
後
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
殉
死
に
よ
る
人
身
供



犠
と
水
神
を
祭
る
人
身
供
犠
と
は
違
う
も
の
の
、
人
身
供
犠
を
忌
み
嫌
い
廃
止
さ
せ

る
た
め
の
記
述
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

 

３ 

天
武
朝
と
ケ
ガ
レi

観
念 

(

１)

天
武
期
の
相
撲 

 

律
令
国
家
と
は
、
主
に
古
代
の
東
ア
ジ
ア
で
見
ら
れ
た
「
律
・
令
」
の
法
体
系
に

よ
る
中
央
集
権
的
な
統
治
制
度
を
も
つ
国
家
体
制
で
あ
る
が
、
そ
の
基
本
理
念
は
人

民
と
土
地
を
結
び
つ
け
、
そ
れ
ら
を
王
が
直
接
に
統
治
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ

の
具
体
的
な
実
施
体
系
は
班
田
収
受
法
に
あ
っ
た
。
班
田
収
受
は
唐(

中
国)

の
均
田

制
を
参
考
に
し
て
い
る
。
戸
籍
に
基
づ
き
耕
作
地
を
支
給
し
、
税
を
徴
収
し
た
。
日

本
で
は
通
説
と
し
て
七
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
頃
ま
で
の
実
施
と
い
わ
れ
て
い
る
。

六
七
三
年
か
ら
六
八
六
年
ま
で
在
位
し
た
天
武
天
皇
は
、
律
令
国
家
の
確
立
を
目
指

す
。
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、
牛
馬
な
ど
の
肉
食
を
禁
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
は

天
武
天
皇
で
あ
っ
た
が
、
相
撲
に
関
し
て
も
特
筆
す
べ
き
記
述
が
あ
る
。 

 

相
撲
節
会
は
八
世
紀
前
半
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
が
、
先
例
と
し
て
相
撲
を
と
っ

た
記
述
が
『
日
本
書
紀
』
に
あ
る
。
以
下
の
二
つ
の
記
述
で
あ
る
。
天
武
十
一
年

（
六
八
二
）
七
月
、
大
隅(

お
お
す
み)

の
隼
人
と
阿
多(

あ
た)
の
隼
人
が
相
撲
を
と

り
、
大
隅
の
隼
人
が
勝
っ
た
と
記
さ
れ
、
持
統
九
年(

六
九
五)
、
隼
人
が
相
撲
を
と

る
の
を
西
の
槻
の
木
の
下
で
観
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
で
は
と
も
に

隼
人
が
相
撲
を
と
っ
て
い
る
が
、
隼
人
と
は
古
代
日
本
に
お
い
て
九
州
地
方
南
部
を

中
心
に
居
住
し
た
人
々
の
こ
と
を
指
し
、
政
権
に
抵
抗
を
続
け
た
。
養
老
四
年(

七

二
〇)

に
は
大
掛
か
り
な
反
乱
を
起
こ
し
、
約
一
年
数
ヶ
月
後
に
鎮
圧
さ
れ
る
。
律

令
制
を
進
め
よ
う
と
す
る
政
権
に
対
し
て
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
に
か
け

て
反
乱
を
起
こ
し
つ
つ
も
制
圧
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
隼
人
を
管

理
す
る
隼
人
司
と
い
う
機
関
が
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
属
し
て
い
た
の
が
兵

部
省
に
当
た
り
、
「
渋
江
家
由
来
の
事
」
で
登
場
し
た
兵
部
大
輔
島
田
丸
は
兵
部
省

の
役
員
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

抵
抗
を
続
け
た
隼
人
が
相
撲
を
と
っ
た
の
は
西
の
槻
の
木
の
下
で
あ
る
が
、
こ
の

場
所
は
飛
鳥
寺(

奈
良
県
高
市
郡)

の
西
と
考
え
ら
れ
、
当
時
、
政
権
に
と
っ
て
聖
な

る
場
所
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
の
場
所
で
相
撲
を
と
る
こ
と
は
、
王
権
に
対
す

る
服
属
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
武
・
持
統
期
の
記
述

に
み
ら
れ
る
隼
人
の
相
撲
は
、
天
皇
に
忠
誠
を
誓
う
服
属
儀
礼
で
あ
っ
た
。 

 (

２)

服
属
儀
礼
と
し
て
の
天
覧
相
撲 

 

八
世
紀
初
頭
に
始
ま
る
相
撲
節
会
が
「
七
月
七
日
」
と
い
う
日
付
で
七
夕
と
同
日

開
催
を
す
る
の
は
、
史
料
の
う
え
で
は
『
続
日
本
紀
』
聖
武
天
皇
天
平
六
年(

七
三

四)

が
初
出
で
あ
る
。
以
下
、
簡
単
に
八
世
紀
の
政
情
を
見
て
お
き
た
い
。 

聖
武
天
皇
即
位
は
七
二
四
年
で
あ
る
が
、
藤
原
不
比
等
が
七
二
〇
年
に
死
去
し
て

い
る
の
で
当
時
は
長
屋
王
が
政
権
の
中
枢
に
あ
っ
た
。
長
屋
王
は
藤
原
四
兄
弟
の
陰

謀
と
い
わ
れ
る
長
屋
王
の
変(

七
二
九)

に
て
自
害
し
て
い
る
。
長
屋
王
が
国
家
を
傾

け
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
讒
言
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
首
謀
者
は
藤
原
不
比
等
の
四

子
、
藤
原
四
兄
弟
で
あ
っ
た
と
す
る
。
長
屋
王
の
変
の
後
、
四
兄
弟
は
七
三
七
年
に

疫
病(

天
然
痘)

に
倒
れ
て
い
る
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
藤
原
四
兄
弟
が
疫
病
に
倒
れ
た
こ

と
は
長
屋
王
の
祟
り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
四
兄
弟
の
相
次
ぐ
死
去
に
よ

っ
て
橘
諸
兄
が
政
権
の
中
心
と
な
る
。
吉
備
真
備
、
玄
昉
が
重
用
さ
れ
、
不
満
を
感

じ
た
藤
原
広
嗣
が
七
四
〇
年
に
乱
を
お
こ
す
。
七
四
九
年
孝
謙
天
皇
即
位
の
後
、
藤

原
仲
麻
呂
が
台
頭
し
橘
諸
兄
が
隠
居
を
す
る
と
、
七
五
七
年
に
そ
の
子
橘
奈
良
麻
呂

の
乱
が
起
こ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
王
権
に
対
す
る
謀
反
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
政
権
争
い
の
外
に
目
を
向
け
る
と
藤
原
不
比
等
の
死
去
の
七
二
〇
年
に
は

大
掛
か
り
な
隼
人
の
反
乱
が
あ
り
、
蝦
夷
も
ま
た
同
じ
年
に
反
乱
を
起
こ
し
て
い
る
。

蝦
夷
と
は
中
央
政
権
か
ら
異
族
と
見
な
さ
れ
て
い
た
、
東
北
地
方
に
居
住
し
て
い
た

人
々
に
対
す
る
呼
称
で
あ
る
。 

天
平
六
年(

七
三
四)

に
開
催
さ
れ
た
聖
武
朝
「
七
月
七
日
」
日
付
の
相
撲
節
会
は
、

中
央
で
の
政
争
が
続
き
、
律
令
制
に
よ
る
地
方
支
配
を
進
め
て
い
く
な
か
で
催
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
中
で
相
撲
節
会
が
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
理

由
と
し
て
は
、
服
属
儀
礼
と
し
て
先
例
に
あ
げ
た
天
武
・
持
統
朝
の
相
撲
の
影
響
が

大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
従
来
、
そ
の
影
響
は
隼
人
も
し
く
は
蝦
夷
に

対
す
る
地
方
支
配
を
象
徴
す
る
服
属
儀
礼
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
側
面
が
強
い
。
し

か
し
、
不
安
定
な
政
情
を
加
味
す
れ
ば
、
地
方
支
配
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
政
権

内
部
に
向
か
っ
て
の
天
皇
の
権
威
を
維
持
す
る
儀
礼
と
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
同
様
の
情
況
は
、
「
野
見
宿
禰
と
当
麻
蹶
速
の
捔
力
」
の
背
景
に
も
見
ら

れ
る
。
「
野
見
宿
禰
と
当
麻
蹶
速
の
捔
力
」
の
記
述
の
前
段
に
は
、
狭
穂
彦
王
の
謀

反
の
記
述
が
あ
る
。
妹
の
狭
穂
姫
命
に
天
皇
暗
殺
を
試
み
さ
せ
る
が
失
敗
。
叛
乱
を



興
す
も
の
の
、
追
い
詰
め
ら
れ
兄
妹
と
も
に
稲
城
の
中
で
自
害
す
る
と
記
さ
れ
て
い

る
。 

 

相
撲
節
会
が
始
め
ら
れ
た
当
初
の
日
付
が
「
七
月
七
日
」
で
あ
っ
た
の
は
、
「
野

見
宿
禰
と
当
麻
蹶
速
の
捔
力
」
の
故
事
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
『
日
本

書
紀
』
は
七
二
〇
年
に
成
立
し
て
い
る
が
、
編
纂
着
手
は
天
武
天
皇
の
発
意
に
よ
る
。

つ
ま
り
在
位
期
間
の
六
七
二
年
か
ら
六
八
六
年
の
間
に
編
集
が
始
ま
っ
た
。
服
属
儀

礼
と
し
て
の
天
覧
相
撲
は
天
武
期
に
行
な
っ
て
お
り
、
編
纂
着
手
と
同
時
期
に
あ
た

る
。
つ
ま
り
、
編
纂
着
手
の
時
期
に
は
す
で
に
服
属
儀
礼
と
考
え
ら
れ
る
天
覧
相
撲

は
行
な
わ
れ
て
お
り
、
完
成
ま
で
の
期
間
に
は
す
で
に
相
撲
節
会
が
構
想
さ
れ
て
い

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 (

３)

天
武
朝
と
修
祓
の
思
想 

そ
れ
ま
で
の
律
令
法
の
集
大
成
と
し
て
完
成
し
て
い
る
の
が
七
〇
一
年
に
制
定
の

大
宝
律
令
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
大
祓
」
と
い
う
年
中
行
事
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
犯

し
た
罪
や
ケ
ガ
レ
を
除
き
去
る
祓
え
の
行
事
、
修
祓
で
あ
る
。
現
在
も
、
一
般
に
は

「
茅
輪
く
ぐ
り
」
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
こ
の
茅
輪
は
河
童
起
源
譚
で
記
し
た
蘇

民
将
来
が
茅
輪
を
腰
に
つ
け
疫
病
か
ら
免
れ
た
と
い
う
の
を
由
来
と
す
る
。 

『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
天
武
天
皇
は
、
天
武
五
年(

六
七
六)

八
月
に
国
々
か

ら
様
々
な
供
物
を
提
出
さ
せ
て
大
祓
を
し
、
ま
た
、
天
武
十
年(
六
八
一)

七
月
に
は

国
々
か
ら
奴
婢
を
供
物
と
し
て
提
出
さ
せ
て
大
祓
を
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
律
令

法
の
集
大
成
と
し
て
七
〇
一
年
に
制
定
さ
れ
る
大
宝
律
令
で
、
年
中
行
事
と
な
る

「
大
祓
」
の
原
型
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
神
野
清
一
は
こ
の
天

武
朝
の
大
祓
の
目
的
の
一
つ
と
し
て
、
天
武
の
災
い
を
祓
い
、
ケ
ガ
レ
を
奴
婢
に
移

す
こ
と
で
贖
う
こ
と
に
あ
っ
た
と
し
、
災
気
を
除
か
れ
た
清
浄
な
天
武
の
対
極
に
、

ケ
ガ
レ
を
一
身
に
負
わ
さ
れ
た
奴
婢
＝
賤
と
い
う
虚
偽
の
構
造
が
作
り
出
さ
れ
た
と

す
るi

i

。
天
武
朝
で
は
殺
牛
馬
の
禁
令
が
出
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、

殺
牛
馬
習
俗
に
対
す
る
忌
避
は
ケ
ガ
レ
の
観
念
と
同
一
線
上
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
「
律
・
令
」
を
補
う
形
で
作
ら
れ
た
法
令
集
と
し
て
「
格
・
式
」
が
あ
り
、

十
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
に
『
延
喜
式
』
と
い
う
法
令
集
が
あ
る
。
『
延
喜
式
』

に
は
「
大
祓
」
の
祝
詞
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
記
さ
れ
る
罪
と
し
て
「
天

つ
罪
」
が
あ
る
。
２-

(

２)

で
記
述
し
た
ス
サ
ノ
オ
の
行
為
は
、
こ
の
「
天
つ
罪
」

の
原
型
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ス
サ
ノ
オ
の
行
為
に
対
す
る
忌
避
も
ま
た
、
ケ

ガ
レ
観
念
に
よ
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
。 

 

ま
と
め 

河
童
除
け
の
呪
文
は
渋
江
家
の
創
作
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
呪
文
が
威
力
を
発
揮
す

る
と
い
う
根
拠
に
は
、
野
見
宿
禰
と
河
童
の
強
い
関
係
性
が
あ
り
、
そ
の
関
係
性
な

く
し
て
は
、
呪
文
は
呪
文
で
な
く
な
る
。
当
時
、
呪
文
が
呪
文
と
し
て
活
き
活
き
と

そ
の
効
力
を
発
揮
し
て
い
た
頃
は
、
今
の
私
た
ち
が
手
に
す
る
伝
承
の
か
け
ら
だ
け

で
は
読
み
解
け
な
い
関
係
性
が
呪
文
の
奥
底
に
流
れ
て
い
た
の
だ
と
考
え
る
。
そ
れ

が
、
野
見
宿
禰
と
河
童
の
関
係
性
だ
と
考
え
る
。 

『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
野
見
宿
禰
の
登
場
は
二
つ
の
物
語
で
あ
る
が
、
相
撲
節

会
の
成
立
に
は
、
野
見
宿
禰
を
主
人
公
と
す
る
二
つ
の
物
語
が
必
要
で
あ
っ
た
と
考

え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
、
七
夕
と
相
撲
を
結
び
つ
け
、
殉
死
を
廃
止
す
る
関
わ
り
で
語

ら
れ
て
い
る
。
前
者
は
祓
わ
れ
る
べ
き
行
為
と
し
て
ス
サ
ノ
オ
が
担
っ
た
七
夕
の
原

像
、
つ
ま
り
動
物
供
犠
・
人
身
供
犠
と
野
見
宿
禰
と
の
接
点
を
語
り
、
そ
の
こ
と
で

相
撲
節
会
が
成
立
す
る
故
事
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
後
者
は
人
身
供
犠
を
忌
み
嫌

い
葬
送
の
転
換
と
野
見
宿
禰
の
接
点
を
語
る
。
広
義
に
い
う
ケ
ガ
レ
と
は
、
生
理
的

現
象
や
死
、
あ
る
い
は
社
会
秩
序
に
従
わ
ぬ
事
象
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
野
見
宿

禰
の
記
述
は
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
て
は
ま
る
。 

『
日
本
書
紀
』
神
代
紀
で
は
、
ケ
ガ
レ
を
祓
う
こ
と
に
よ
っ
て
多
く
の
カ
ミ
が
生

ま
れ
、
豊
穣
が
生
ま
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ケ
ガ
レ
と
は
祓
わ
れ
る
べ
き
も

の
と
し
て
存
在
さ
せ
ら
れ
、
祓
わ
れ
る
こ
と
で
豊
か
な
も
の
を
生
み
出
す
も
の
だ
と

も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
修
祓
の
思
想
だ
と
も
い
え
る
。
原
田
敏
明
は
、
ケ
ガ
レ
と

は
実
際
は
社
会
秩
序
に
従
わ
ぬ
も
の
を
打
ち
払
う
こ
と
で
あ
り
、
償
い
の
た
め
所
有

物
を
差
し
出
す
こ
と
が
形
式
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
るi

i
i

。
こ
こ
に
い
う

社
会
秩
序
に
つ
い
て
筆
者
は
、
権
力
側
が
権
力
維
持
装
置
と
し
て
設
定
す
る
秩
序
と

し
て
考
え
る
。
つ
ま
り
、
社
会
秩
序
に
従
わ
な
い
あ
る
い
は
社
会
秩
序
を
乱
す
存
在

を
し
て
「
ケ
ガ
レ
」
と
設
定
し
、
祓
う
こ
と
に
よ
っ
て
権
力
が
維
持
さ
れ
て
い
く
仕

組
み
が
出
来
上
が
っ
た
と
考
え
る
。
本
稿
で
は
、
ス
サ
ノ
オ
の
行
為
が
「
ケ
ガ
レ
」

と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
要
視
し
た
い
。
特
に
七
夕
の
原
像
と
類
似
す
る

行
為
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
水
神
の
祭
祀
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
い
や
、
動
物

供
犠
と
人
身
供
犠
を
頑
な
に
保
持
す
る
水
神
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 



『
日
本
書
紀
』
に
は
「
河
童
」
の
記
述
は
な
い
。
し
か
し
、
河
童
が
水
神
の
零
落

し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
零
落
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
河
童
出
現
の
根
源
が

み
い
だ
さ
れ
よ
う
。
七
夕
の
原
像
は
動
物
供
犠
と
人
身
供
犠
に
よ
る
水
神
の
祀
り
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ス
サ
ノ
オ
の
行
為
で
あ
り
、
ケ
ガ
レ
と
み
な
さ
れ
た
。

ケ
ガ
レ
に
つ
い
て
原
田
は
ま
た
、
「
古
代
に
お
い
て
は
自
然
現
象
の
汚
辱
と
道
徳
上

の
汚
辱
と
の
区
別
が
明
ら
か
」
で
な
く
、
「
穢
れ
が
同
時
に
悪
で
も
あ
り
罪
で
も
あ

り
、
罪
も
悪
も
穢
と
同
じ
く
悪
霊
の
働
き
と
さ
れ
」
た
と
す
るi

v

。
相
撲
節
会
は

「
野
見
宿
禰
と
当
麻
蹶
速
の
捔
力
」
を
そ
の
起
源
と
設
定
し
て
い
た
が
、
相
撲
の
起

源
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
別
の
大
き
な
意
図
を
成
立
せ
し
め
る
隠
喩
と

し
て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
七
夕
と
相
撲
の
結
合
で
あ
っ
た
。 

七
夕
の
原
像
つ
ま
り
水
神
の
祭
祀
を
ケ
ガ
レ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
相
撲
節
会
を
成
立
せ
し
め
る
、
そ
れ
が
「
七
月
七
日
」
と
い
う
日
付
設
定
の
隠
さ

れ
た
意
図
で
あ
っ
た
。
動
物
供
犠
と
人
身
供
犠
を
主
体
と
す
る
水
神
の
祭
祀
が
ケ
ガ

レ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
水
神
の
霊
威
が
悪
霊
と

し
て
零
落
し
て
い
く
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
と
考
え
る
。
こ
こ
に
河
童
を
水
神
の
零

落
し
た
存
在
と
す
る
起
源
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

                                            

               

 
i 

波
平
恵
美
子
は
、
「
穢
れ
」
で
は
な
く
「
ケ
ガ
レ
」
と
表
記
す
る
こ
と
で
、

穢
れ
観
念
の
内
容
で
は
な
く
、
分
析
概
念
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る(
波

平
恵
美
子
『
ケ
ガ
レ
』,

講
談
社
学
術
文
庫,

二
〇
〇
九
年,

三-

四
頁)

。
本
稿
で
は
、

波
平
の
表
記
に
準
じ
「
ケ
ガ
レ
」
と
す
る
。 

i
i 

 

神
野
清
一
『
律
令
国
家
と
賤
民
』
吉
川
弘
文
館 

一
九
八
六
年 

五
七-

五
九
頁
。 

i
i
i 

 

原
田
敏
明
『
宗
教 

神
祭
』
岩
田
書
院 

二
〇
〇
四
年 

一
六
〇
頁
。 

i
v 

 

原
田 

前
掲
書 

一
五
九
頁
。 


