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遊
び
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
様
々
な
観
点
か
ら
論

が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
一
般
に
「
遊
戯
論
」
と
し
て
世
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
お

り
、
こ
れ
に
取
り
組
ん
だ
研
究
者
た
ち
の
専
門
分
野
は
心
理
学
・
教
育
学
・
哲
学
・
動
物

行
動
学
・
文
化
人
類
学
・
社
会
学
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。 

 

例
え
ば
、
遊
戯
の
起
源
を
め
ぐ
る
古
典
的
な
議
論
と
し
て
は
、
文
化
人
類
学
の
父
と
も

呼
ば
れ
る
Ｅ
・
Ｂ
・
タ
イ
ラ
ー
の
残
存
起
源
説
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
子
ど

も
の
遊
び
は
、
も
と
も
と
は
お
と
な
に
よ
っ
て
ま
じ
め
に
行
わ
れ
て
い
た
宗
教
儀
礼
や
生

産
技
術
な
ど
の
「
な
ご
り
」
だ
と
す
る
こ
の
考
え
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
遊
び
で
あ
る
「
ロ

ン
ド
ン
橋
落
ち
た
」
を
人
柱
習
俗
の
残
存
と
し
た
Ａ
・
Ｂ
・
ゴ
ム
や
、
「
石
け
り
遊
び
」

を
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
魂
の
遍
歴
と
い
う
観
念
の
な
ご
り
で
あ
る
と
し
た
Ｊ
・
Ｗ
・
ク

ロ
ン
ビ
ー
な
ど
に
引
き
継
が
れ
た
。
猟
師
た
ち
が
山
中
で
獲
物
の
鹿
の
大
き
さ
を
声
を
立

て
ず
に
指
の
数
で
知
ら
せ
合
っ
た
の
が
、
遊
戯
の
「
鹿
鹿
角
何
本
」
の
起
源
だ
と
柳
田
國

男
が
言
っ
て
い
る
の
も
こ
の
流
れ
に
位
置
す
る
だ
ろ
う
。
(1 

 

こ
う
し
た
遊
戯
の
残
存
起
源
説
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
Ｋ
・
グ
ロ
ー
ス
の｢

昇
降

説｣

が
あ
る
。
こ
れ
は
子
ど
も
の
遊
び
が
大
人
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
と
さ
れ
れ
ば
、
儀

礼
と
し
て
聖
の
次
元
に
「
昇
」
り
、
そ
の
有
用
性
が
時
と
と
も
に
薄
れ
て
い
け
ば
、
俗
の

次
元
に
「
降
」
り
て(

残
存
し
て)

い
く
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
「
生
活

準
備
（
本
能
訓
練
）
説
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
上
述
の
タ
イ
ラ
ー
は
遊
び
を
文
化

と
し
て
通
時
的
に
捉
え
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
グ
ロ
ー
ス
や
、
い
わ
ゆ
る
「
発
達
説
」
を

唱
え
た
Ｊ
・
ピ
ア
ジ
ェ
な
ど
は
、
個
体
レ
ベ
ル
に
お
け
る
遊
び
の
動
機
や
機
能
を
、
心
理

学
的
な
立
場
か
ら
共
時
的
に
捉
え
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

 

こ
の
他
に
遊
び
を
文
化
全
体
と
の
関
連
で
捉
え
よ
う
と
し
た
Ｊ
・
ホ
イ
ジ
ン
ハ
や
、
遊

び
を
手
が
か
り
と
す
る
比
較
文
化
学
を
提
唱
し
た
Ｒ
・
カ
イ
ヨ
ワ
、
さ
ら
に
は
遊
び
の
本

質
を
追
究
し
た
Ｊ
・
ア
ン
リ
オ
や
Ｅ
・
フ
ィ
ン
ク
な
ど
の
哲
学
者
の
著
作
も
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
「
遊
戯
論
」
の
ご
く
一
部
を
か
い
ま
見
る
だ
け
で
も
、
遊
び
を

個
人
的
・
一
過
性
の
も
の
と
見
る
か
、
あ
る
い
は
社
会
的
・
文
化
的
な
レ
ベ
ル
で
と
ら
え

る
か
に
よ
っ
て
、
ま
た
遊
び
の
動
機
に
着
目
す
る
の
か
、
そ
の
属
性
・
機
能
を
重
視
す
る

の
か
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
こ
と
は
「
遊
び
」
現
象
そ
の
も
の
の
多
様
性
が
原
因
し
て
い
る
か
ら
で
、
こ
う
し
た

「
論
」
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
遊
び
の
部
分
的
、
一
面
的
な
解
釈
・
説
明
に
と
ど
ま
ら

ざ
る
を
え
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

本
論
で
は
そ
う
し
た
「
遊
戯
論
」
の
困
難
性
を
認
め
つ
つ
も
、
日
本
の
「
鬼
」
を
題
材

と
し
た
子
ど
も
の
遊
び
、
す
な
わ
ち
「
鬼
ご
っ
こ
」
と
か
「
鬼
遊
び
」
な
ど
と
呼
び
慣
わ

さ
れ
て
き
た
、
子
ど
も
の
遊
び
の
一
形
式
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
歴
史
的
、
民
俗
学
的
な
要

素
と
そ
れ
ら
の
変
容
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
考
察
が

将
来
に
お
い
て
「
遊
び
」
の
全
体
像
が
築
か
れ
る
た
め
の
、
礎
石
の
ひ
と
つ
を
積
み
上
げ

る
さ
さ
や
か
な
貢
献
と
な
る
こ
と
を
期
し
て
い
る
。 

  

１
．
鬼
ご
っ
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
あ
そ
び
か 

 

人
々
が
「
遊
ぶ
」
現
象
は
多
様
で
あ
る
。
そ
の
多
様
さ
ゆ
え
に
、
遊
び
の
研
究
者
た
ち

は
分
析
の
方
法
と
し
て
分
類
法
を
考
え
出
し
た
。
た
と
え
ば
、
系
統
分
類
的
に
だ
け
で
な

く
個
人
の
心
理
発
達
に
お
け
る
段
階
を
も
と
に
、
「
練
習
の
遊
び
」
・
「
シ
ン
ボ
ル
の
遊

び
」
・
「
規
則
の
遊
び
」
と
い
う
、
こ
れ
以
上
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
三
つ
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
注
目
し
た
の
は

J

・
ピ
ア
ジ
ェ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
Ｒ
・
カ
イ
ヨ
ワ
は
「
ア
ゴ

ー
ン
」
・
「
ア
レ
ア
」
・
「
ミ
ミ
ク
リ
ー
」
・
「
イ
リ
ン
ク
ス
」
の
四
つ
を
基
本
的
な
カ

テ
ゴ
リ
ー
と
し
、
こ
れ
に
パ
イ
デ
ィ
ア
と
ル
ド
ゥ
ス
を
両
極
限
と
す
る
次
元
を
設
定
し
て
、

多
種
多
様
な
遊
び
を
分
類
整
理
し
よ
う
と
し
た
。
(2 

 

本
稿
で
考
察
の
対
象
と
し
た
「
鬼
ご
っ
こ=

鬼
遊
び
」
は
、
こ
う
し
た
分
類
法
に
従
う
と

す
れ
ば
、
い
っ
た
い
ど
の
あ
た
り
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
に
は
、
ま
ず
分
類
を
試
み
る
そ
の
前
に
、
こ
こ
で
扱
う
「
鬼
ご
っ
こ
」
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

鬼
（
追
い
手
）
が
子
（
逃
げ
手
）
を
追
い
か
け
る
。
子
が
鬼
に
捕
ま
る
と
、
そ
の
捕
ま

え
ら
れ
た
子
が
今
度
は
立
場
を
変
え
て
鬼
と
な
っ
て
再
び
遊
び
が
続
け
ら
れ
る
、
と
い
う

の
が
基
本
的
な
ル
ー
ル
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
「
追
う
‐
逃
げ
る
」
構
造
を
持

ち
、
「
鬼
‐
子
」
の
役
割
交
代
の
ル
ー
ル
を
持
つ
遊
び
の
す
べ
て
を
幅
広
く
「
鬼
ご
っ
こ
」

と
捉
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
(3 

 

鬼
ご
っ
こ
は
時
代
や
地
方
に
よ
っ
て
は
「
鬼
や
ら
い
」
・
「
鬼
ム
ケ
」
・
「
鬼
ご
と
」
・

「
鬼
ど
ち
」
な
ど
と
も
よ
ば
れ
、
古
く
か
ら
知
ら
れ
た
伝
統
的
な
子
ど
も
の
遊
び
で
あ
る
。

基
本
形
だ
け
で
も
約
五
百
種
類
、
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
含
め
れ
ば
二
千
種
以
上
に
も



  
 

図-１ 「比々丘女図（山東京伝『骨董集』）」 加古里子 『伝

承遊び考 三 鬼遊び考』 小峰書店 11 頁 

お
よ
ぶ
と
言
わ
れ
る
。
(4 

「
追
う
‐
逃
げ
る
」
と
い
う
い
た
っ
て
素
朴
な
こ
の
遊
び
の

原
型
か
ら
、
か
く
も
多
く
の
派
生
型
が
生
ま
れ
た
の
は
、
遊
び
集
団
内
部
の
年
齢
や
走
力

に
開
き
が
あ
る
と
面
白
さ
が
損
な
わ
れ
る
の
で
、
各
種
の
制
限
や
条
件
が
加
え
ら
れ
た
た

め
で
あ
ろ
う
。
「
た
か
お
に
」
や
「
い
ろ
お
に
」
、
「
か
べ
お
に
」
、
「
し
ゃ
が
み
お
に
」
、

「
こ
お
り
お
に
」
、
「
せ
な
か
お
に
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
遊
び
の
派
生
型
は
、
遊

び
集
団
内
の
脚
力
の
乏
し
い
逃
げ
手
が
足
の
速
い
鬼
か
ら
身
を
守
る
た
め
の
「
安
全
地
帯
」

を
創
り
出
す
工
夫
と
し
て
創
出
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。 

 

こ
の
遊
び
に
は
た
し
か
に
走
力
や
持
久
力
が
要
求
さ
れ
は
す
る
が
、
安
全
地
帯
な
ど
が

設
定
さ
れ
れ
ば
そ
れ
ら
の
身
体
能
力
は
絶
対
条
件
で
は
な
く
な
る
。
む
し
ろ
逃
げ
手
は
つ

か
ま
り
そ
う
に
な
り
な
が
ら
、
せ
ま
り
く
る
追
っ
手
か
ら
間
一
髪
逃
れ
る
ス
リ
ル
を
楽
し

む
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
ス
リ
ル
は
、
逃
げ
る
以
外
に
対
抗
手
段
を
持
た
な
い
無

力
な
存
在
を
演
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
追
い
手
が
単
な
る
役
割
で
あ
る
こ
と
を
越
え

て
、
触
れ
る
だ
け
で
逃
げ
手
の
運
命
を
変
え
て
し
ま
う
強
い
力
を
持
っ
た
鬼
を
演
じ
る
こ

と
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
増
す
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
カ
イ
ヨ
ワ
に
し
た
が
う
な
ら
、
ア

ゴ
ー
ン
と
ミ
ミ
ク
リ
ー
の
要
素
を
持
つ
遊
び
に
分
類
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
こ
で
目
を
世
界
に
転
じ
る
と
、
名
称
は
異
な
っ
た
と
し
て
も
「
追
う
‐
逃
げ
る
」
、

「
追
い
手
‐
逃
げ
手
」
の
役
割
交
代
が
あ
る
構
造
を
持
っ
た
類
似
の
遊
び
は
各
地
に
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
英
語
圏
で
は
「
タ
グta

g

」
や
「
テ
ィ
ッ
グt

ig

」
と
よ
ば
れ
る
遊

び
が
そ
れ
で
、
日
本
の
「
鬼
」
に
あ
た
る
の
は
「
タ
ガ
ーta

gge
r

」
と
か
「
イ
ッ
トi

t

」

と
呼
ば
れ
る
。
(5 

 

ド
イ
ツ
語
圏
で
は
「
フ
ァ
ン
ゲ
ン

F
ang

en
」
や
「
ハ
シ
ェ
ン

H
asc

hen
 

」
、
「
ツ
ェ
ッ
クZe

ck

」
、
「
ブ
リ
ン
デ
ク
ーBli

nde Kuh
」
な
ど
と
呼
ば
れ

て
お
り
、
「
鬼
」
は
「
フ
ェ
ン
ガ
ーFae

nge
r

」
で
文
字
通
り
「
捕
ま
え
る
人
」
で
あ
る
。

(6 
 

フ
ラ
ン
ス
の
「
コ
ラ
ン
・
マ
ヤ
ー
ルCo

lin-
Mai

lla
rd

」
も
ド
イ
ツ
の
「
ブ
リ
ン
デ

ク
ー
」
の
類
の
目
隠
し
鬼
だ
が
、
そ
の
他
に
も
各
種
の
鬼
ご
っ
こ
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら

の
「
鬼
＝
追
い
手
」
は
オ
オ
カ
ミ
か
猫
の
よ
う
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
や
ウ
ク
ラ
イ
ナ
な
ど
東

ス
ラ
ブ
に
も
多
種
多
様
な
鬼
ご
っ
こ
が
見
ら
れ
る
が
、
追
い
手
は
そ
れ
ぞ
れ
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
オ
オ
カ
ミ
や
ク
マ
、
サ
ギ
な
ど
の
動
物
で
あ
っ
た
り
、
マ
ロ
ー
ス
と
呼

ば
れ
る
厳
寒
を
も
た
ら
す
老
人
で
あ
っ
た
り
す
る
。
こ
の
他
に
、
ジ
ン
バ
ブ
エ
な
ど
の
ア

フ
リ
カ
大
陸
や
ア
ラ
ビ
ア
半
島
の
オ
マ
ー
ン
、
イ
ン
ド
か
ら
タ
イ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
な
ど
東

南
ア
ジ
ア
諸
国
を
へ
て
南
太
平
洋
の
島
々
に
ま
で
鬼
ご
っ
こ
の
分
布
は
幅
広
く
見
ら
れ
る
。

(7 
 

追
い
手
を
日
本
の
場
合
の
鬼
の
よ
う
に
超
自
然
的
存
在
と
す
る
ケ
ー
ス
は
、
英
語
圏
の

「
イ
ッ
トit

」
の
他
に
は
あ
ま
り
類
例
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

２
．
鬼
ご
っ
こ
と
呼
ぶ
の
は
な
ぜ
か 

 

日
本
以
外
の
国
で
は
追
い
か
け
る
役

割
の
名
称
が
、
そ
の
ま
ま
こ
の
遊
び
の

名
称
に
な
っ
て
い
る
例
や
、
単
に
追
跡

者
を
意
味
す
る
だ
け
の
場
合
も
あ
る
こ

と
は
上
で
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
日
本
で
追
い
手
を

「
鬼
」
と
よ
ぶ
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
。
じ

つ
は
こ
の
疑
問
へ
の
解
答
の
一
部
は
寒

川
恒
夫
に
よ
っ
て
す
で
に
な
さ
れ
て
い

る
。
(8 

 

 

寒
川
は
こ
れ
ま
で
の
通
説
を
排
し
、

民
俗
学
の
手
法
に
よ
っ
て
「
比
々
丘
女

（
ひ
ふ
く
め
）
」
の
起
源
を
明
ら
か
に
し

た
。
一
人
が
鬼
、
一
人
が
親
、
残
り
が

子
と
な
っ
て
親
の
後
ろ
に
一
列
に
並
び
、

鬼
が
列
の

後
の
子
に
さ
わ
ろ
う
と
す

る
の
を
列
の
先
頭
の
親
が
両
手
を
広
げ

て
守
る
と
い
う
、
古
く
か
ら
伝
わ
る
こ

の
遊
び
は
江
戸
時
代
に
は
「
子
を
と
ろ
子

と
ろ
」
と
呼
ば
れ
、
近
年
ま
で
子
ど
も
た

ち
に
遊
ば
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 

  

通
説
と
は
こ
の
遊
び
が
平
安
時
代
中
期
の
天
台
僧
で
あ
る
恵
心
僧
都
（
源
信
九
四
二
‐

一
〇
一
七
）
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
室
町
時
代
に
沙
弥
玄
棟
が
著

し
た
説
話
集
『
三
国
伝
記
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
ひ
と
つ
が
そ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
『
三

国
伝
記
』
に
よ
れ
ば
、
地
獄
の
罪
人
を
助
け
出
し
た
地
蔵
菩
薩
が
、
そ
の
罪
人
達
を
取
り

返
し
に
来
た
地
獄
の
獄
卒
、
す
な
わ
ち
「
鬼
」
か
ら
彼
ら
を
守
る
と
い
う
閻
羅
天
子
故
志

王
教
を
恵
心
僧
都
が
人
々
に
講
ず
る
時
、
そ
の
内
容
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
子
ど

も
た
ち
に
さ
せ
た
の
が
こ
の
遊
び
の
始
ま
り
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
通
説
は
江
戸
時
代
の
考
証
家
た
ち
を
経
て
、
こ
ん
に
ち
の
遊
戯
史
研
究
家
に
ま
で

受
け
継
が
れ
て
い
た
。
(9 

し
か
し
寒
川
は
、
こ
の
遊
び
の
世
界
的
な
分
布
と
役
割
名
称

と
を
指
標
と
し
、
日
本
と
諸
外
国
と
の
綿
密
な
比
較
を
行
い
、
そ
の
結
果
、
こ
の
遊
び
の



  
 

原
モ
チ
ー
フ
が
穀
物
栽
培
民
の
中
で
発
生
し
た
「
野
生
動
物
が
家
畜
を
襲
う
」
と
い
う
も

の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
旧
大
陸
の
各
地
に
伝
播
し
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
寒
川
は
「
『
三
国
伝
記
』
が
伝
え
る
よ
う
な
恵
心
僧
都
の
創
作
に

な
る
も
の
と
は
考
え
が
た
い
。
仮
に
恵
心
僧
都
が
関
わ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
彼
が
厳
刑
を

仏
教
科
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
関
わ
ら
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
、
『
三
国
伝
記
』
の

作
者
玄
棟
が
当
時
流
布
し
て
い
た
（
か
も
し
れ
な
い
）
恵
心
僧
都
創
作
説
を
単
に
紹
介
し

た
か
、
あ
る
い
は
、
当
時
す
で
に
仏
教
行
事
化
し
て
い
た
比
々
丘
女
に
彼
一
流
の
起
源
考

を
試
み
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
(10 

と
、
従
来
の
通
説
を
退
け
た
。
そ
し
て
、

日
本
へ
の
こ
の
遊
び
の
伝
来
時
期
を
水
稲
耕
作
の
始
ま
る
弥
生
時
代
に
想
定
し
、
そ
れ
が

仏
教
思
想
と
結
び
つ
い
た
の
は
民
衆
教
化
が
盛
ん
に
な
る
鎌
倉
時
代
の
こ
ろ
、
と
し
て
い

る
。 

 

こ
の
結
論
を
上
で
「
解
答
の
一
部
」
と
し
た
の
は
、
比
々
丘
女
が
一
般
的
な
鬼
ご
っ
こ

と
は
や
や
異
な
っ
た
点
が
あ
る
こ
と
と
、
鬼
が
地
獄
の
獄
卒
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
異
な
っ
て
い
る
の
は
そ
の
役
割
の
構
造
で
あ
る
。
本
稿
で
は
「
追
う
－
逃
げ
る
」

構
造
を
持
ち
、
「
逃
げ
手
－
追
い
手
」
の
役
割
交
代
が
あ
る
遊
び
を
幅
広
く
鬼
ご
っ
こ
と

し
て
捉
え
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
比
々
丘
女
の
場
合
は
「
追
う
－
守
る
－
逃
げ
る
」

と
、
よ
り
複
雑
な
三
役
構
造
（
寒
川
）
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
鬼
に
対
し
て
仏

教
で
語
ら
れ
る
地
獄
の
罪
人
を
管
理
す
る
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を

他
の
鬼
ご
っ
こ
と
同
じ
よ
う
に
あ
つ
か
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ

る
か
ら
で
あ
る
。 

  

３
．
鬼
に
仮
託
さ
れ
た
も
の
と
は 

 

歌
人
で
文
芸
評
論
家
の
馬
場
あ
き
子
は
、
鬼
の
系
譜
を
次
の
五
つ
に
分
類
し
て
い
る
。

(11 （
１
）
神
道
系
の
祖
霊
・
地
霊
の
鬼 

（
２
）
修
験
道
系
の
天
狗 

（
３
）
仏
教
系
の
邪
鬼
・
夜
叉
・
羅
刹 

（
４
）
人
鬼
系
の
放
逐
者
・
賤
民
・
盗
賊 

（
５
）
変
身
譚
系
の
鬼 

 

馬
場
は
『
日
本
書
紀
』
を
は
じ
め
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
な
ど
の
説

話
に
も
丁
寧
に
目
を
配
り
、
そ
れ
ら
に
登
場
す
る
鬼
の
形
象
や
意
味
を
詳
し
く
分
析
し
て

い
る
が
、
な
か
で
も
（
１
）
の
神
道
系
の
祖
霊
・
地
霊
に
結
び
つ
い
た
鬼
が

も
古
い
と

し
て
い
る
。 

 

鬼
と
い
う
文
字
が

初
に

文
献
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
『
出

雲
風
土
記
』
（
七
三
三
年
）
で

そ
れ
は
一
つ
目
の
鬼
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
鬼
の
文
字
が
「
お

に
」
と
読
ま
れ
て
い
た
か
ど
う

か
は
明
ら
か
で
な
い
と
い
う
。

日
本
書
紀
に
登
場
す
る
鬼
の

文
字
も
「
葦
原
の
邪
し
き
鬼

（
も
の
）
を
撥
ひ
平
け
し
め

む
」
と
か
、
「
諸
の
順
は
ぬ
鬼

神
（
か
み
）
を
誅
ひ
」
（
神
代

記
）
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
た

と
言
い
、
こ
の
当
時
は
場
合

に
よ
っ
て
「
も
の
」
「
か
み
」

「
し
こ
」
「
お
に
」
な
ど
と
読

み
分
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
『
日
本
霊
異
記
』
（
八

二
二
年
）
や
『
今
昔
物
語
集
』

（
一
二
世
紀
初
め
）
に
も
鬼
を
「
も
の
」
と
読
む
例
が
見
ら
れ
る
と
い
い
、
馬
場
は
鬼
の

文
字
の
和
訓
が
定
着
す
る
の
は
平
安
末
期
よ
り
後
の
こ
と
と
考
え
て
い
る
。
(12 

 

比
々
丘
女
に
み
ら
れ
る
地
獄
の
獄
卒
の
鬼
が
、
凶
悪
な
威
嚇
の
表
情
を
持
っ
て
い
た
の

は
、
や
は
り
仏
教
の
民
衆
教
化
の
進
展
と
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
(13
、

人
々
を
祝
福
に
や
っ
て
来
る

も
古
い
タ
イ
プ
で
あ
る
祖
霊
や
地
霊
と
し
て
の
鬼
が
、
平

安
末
期
頃
ま
で
は
ま
だ
神
性
の
名
残
を
持
つ
存
在
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
は
注
意
を
払
っ
て

お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
鬼
は
、
振
り
乱
し
た
縮
れ
毛
の
頭
髪
の
間
か
ら
角

を
覗
か
せ
、
虎
皮
の
褌
を
穿
き
、
大
き
な
金
棒
を
持
っ
た
肌
の
色
が
赤
や
青
の
大
男
、
と

い
う
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
角
と
虎
皮
の
褌
は
そ
れ
ぞ
れ
陰
陽
道
で
い
う
鬼
門
（
丑
寅

の
方
角
）
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
、
平
安
時
代
の
末
頃
に
人
々
の
間
に
定
着
し
た
も

の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
国
の
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
豊
橋
安
久
美
神
戸

神
明
社
の
鬼
祭
り
に
登
場
す
る
虎
皮
の
褌
を
締
め
た
赤
鬼
・
青
鬼
や
鎧
武
者
の
姿
を
し
長

    図 2-1 豊橋鬼祭りの鬼と天狗 



  
 

図 3-2 東大寺戒壇院四天

王のうちの持国天 

刀
を
持
っ
た
天
狗
は
、
高
天
原
の
神
話
を
起
源

と
す
る
と
い
う
こ
の
祭
り
の
由
来
譚
と
は
別
に
、

上
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。 

 
 

  

神
と
も
対
置
さ
れ
、
あ
る
い
は
凶
悪
で
異
形

な
も
の
と
恐
れ
忌
避
さ
れ
た
鬼
も
、
『
こ
ぶ
取

り
爺
』
（
宇
治
拾
遺
集
物
語
）
で
は
災
い
だ
け

で
な
く
福
を
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
登
場
す
る

し
、
『
一
寸
法
師
』
（
御
伽
草
子
）
や
桃
太
郎

（
草
双
紙
）
(14
で
は
そ
の
凶
暴
さ
や
強
さ
も
そ

れ
ほ
ど
で
な
く
、
所
有
す
る
財
宝
を
と
ら
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
時
代
を
経
る
に
し
た
が
っ
て

恐
怖
や
畏
怖
の
対
象
と
し
て
の
部
分
が
希
薄
に

な
る
に
つ
れ
て
、
相
対
的
に
鬼
の
弱
さ
や
滑
稽
さ
な
ど
人
間
の
特
性
と
の
類
似
点
が
目
立

っ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。 

 

 

 

今
日
に
お
い
て
も
、
年
中
行
事
の
節
分
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
Ｔ
Ｖ
ア
ニ
メ
や
絵
本
な

ど
に
よ
っ
て
鬼
の
イ
メ
ー
ジ
は
再
生
産
さ
れ
て
い
て
、
そ
う
し
た
鬼
た
ち
は
子
ど
も
に
と

っ
て
は
身
近
な
存
在
で
す
ら
あ
る
と
言
え
よ
う
。
例
え
ば
学
校
教
科
書
に
も
採
用
さ
れ
た

『
泣
い
た

赤
鬼
』
(15

は
人
間
と

仲
良
く
な

り
た
い
と

願
う
心
優

し
い
赤
鬼

と
友
達
思

い
の
青
鬼

が
登
場
す

る
お
話
で

あ
る
し
、
『
だ
い
く
と
お
に
ろ

く
』
(16
の
鬼
は
、
ま
る
で
後
出

し
じ
ゃ
ん
け
ん
の
よ
う
な
卑
怯

な
手
を
使
う
大
工
に
ま
ん
ま
と

し
て
や
ら
れ
て
し
ま
い
、
恐
怖

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
こ
の
話

を
聞
く
子
ど
も
ら
の
同
情
を
誘

う
対
象
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

現
代
の
子
ど
も
た
ち
が
鬼
ご

っ
こ
に
興
じ
て
い
る
時
も
、
そ
の
遊
び
の
名
称
か
ら
上
述
の
よ
う
な
、
節
分
の
豆
ま
き
体

験
や
各
種
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
す
る
鬼
の
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
描
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
だ
ろ
う
。 

 

４
．
子
ど
も
の
神
性
と
鬼
の
神
性
に
つ
い
て 

 
 
 子

ど
も
が
い
つ
ま
で
も
外
遊
び
を
し
て
い
て
行
方
不
明
に
な
る
こ
と
を
か
つ
て
は
「
神

隠
し
」
と
呼
ん
だ
。
太
陽
が
沈
み
き
っ
た
黄
昏
時
は
、
神
秘
的
領
域
と
俗
世
界
と
が
交
錯

す
る
時
間
で
、
「
隠
し
神
」
と
か
「
隠
れ
婆
」
が
子
ど
も
を
連
れ
去
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。 

 

民
俗
学
者
の
宮
田
登
は
鬼
ご
っ
こ
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
「
か
く
れ
ん
ぼ
（
＝
隠
れ

ん
坊
）
遊
び
」
を
、
こ
の
隠
し
神
と
、
神
秘
的
領
域
と
交
わ
る
力
の
強
か
っ
た
子
ど
も
と

の
交
流
を
示
す
も
の
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
。
(17 

ま
た
、
祭
り
の
象
徴
と
し
て
の

「
よ
り
ま
し
（
依
巫
・
憑
巫
・
尸
童
）
」
を
子
ど
も
が
つ
と
め
る
こ
と
や
、
「
７
歳
ま
で

は
神
の
う
ち
」
と
い
う
表
現
を
例
に
挙
げ
て
、
神
の
守
護
を
得
よ
う
と
す
る
親
の
気
持
ち

を
背
景
と
し
て
、
子
ど
も
が
神
に
近
い
位
置
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、 

そ
れ
が
子
ど
も
の
世
界
に
心
霊
の
世
界
を
交
錯
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
。 

 

本
稿
に
関
わ
る
鬼
ご
っ
こ
に
つ
い
て
い
え
ば
、
宮
田
は
神
社
の
神
事
で
あ
る
鬼
追
い
、

つ
ま
り
追
難
に
由
来
す
る
と
い
う
説
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
(18 

追
難
は
中
国
よ
り
伝

来
し
た
も
の
で
、
平
安
初
期
（
八
世
紀
初
頭
）
か
ら
宮
中
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
大

晦
日
の
年
中
行
事
で
あ
る
。
「
鬼
や
ら
い
」
「
な
や
ら
い
」
「
鬼
走
り
」
「
厄
払
い
」
「
厄

お
と
し
」
「
厄
神
送
り
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
、
現
在
の
節
分
の
も
と
に
な
っ
た
行
事
と
さ

    図 2-2 豊橋鬼祭りの鬼 
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  図 4 興福寺の追難の鬼 

れ
る
。 

  

興
味
深
い
の
は
、

も
と
も
と
は
方
相

氏
（
ホ
ウ
ソ
ウ
シ
）

と
そ
れ
に
随
う
侲

子
（
シ
ン
シ
）
が

目
に
見
え
な
い
疫

鬼
（
エ
ノ
カ
ミ
）

を
宮
中
か
ら
追
い

払
う
儀
式
で
あ
っ

た
が
、
一
〇
世
紀

中
頃
か
ら
方
相
氏

が
追
わ
れ
る
鬼
の
役
割
を
す
る
よ
う
に
変
化
し
て
今
日
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
(19
こ
と
で
あ
る
。 

  

こ
こ
で
は
鬼
が
追
わ
れ
て
お
り
、
子
ど
も
の
遊
び
の
鬼
ご
っ
こ
と
は
追
う
者
・
追
わ
れ

る
者
の
立
場
が
逆
転
し
て
い
る
こ
と
も
そ
う
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
鬼
の
名
称
が
こ 

 
 
 
 

こ
で
も
「
エ
ノ
カ
ミ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
目
に
見
え
な
い
存
在
で

あ
る
こ
と
か
ら
和
名
で
は
「
隠
」
が
訛
っ
て
「
於
爾
」
と
な
っ
た
の
だ
、
と
い
う
通
説
の

根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
源
順
が
平
安
中
期
に
編
纂
し
た
漢
和
辞
書
『
倭
名
類
聚
鈔
』

の
記
述
で
あ
る
が
、
平
安
末
期
以
後
の
よ
う
に
形
象
と
そ
れ
を
意
味
す
る
文
字
が
定
着
す

る
以
前
に
は
「
神
＝
カ
ミ
」
と
の
近
似
性
の
み
ら
れ
る
こ
と
が
こ
こ
で
も
確
認
で
き
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
神
に
近
似
し
た
存
在
と
人
々
に
考
え
ら
れ
た
時
期
が
あ
る
と
い

う
点
で
、
子
ど
も
と
鬼
は
共
通
す
る
要
素
を
持
つ
と
言
え
る
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

鬼
が
追
わ
れ
る
の
は
一
般
的
な
鬼
ご
っ
こ
か
ら
い
え
ば
立
場
が
逆
転
し
て
い
る
の
だ
が
、

追
難
が
節
分
の
原
型
と
す
れ
ば
奇
異
な
感
じ
は
し
な
い
し
、
手
つ
な
ぎ
鬼
な
ど
、
あ
る
種

の
鬼
ご
っ
こ
（
子
増
や
し
鬼
）
で
は
、

終
段
階
で
一
人
を
除
き
他
の
全
員
が
鬼
と
な
り
、

こ
の

後
の
逃
げ
手
か
つ
か
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
そ
の
遊
び
に
区
切
り
が
つ
く
と
い
う
形
式

も
み
ら
れ
る
。 

 

と
は
い
う
も
の
の
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
追
難
に
は
鬼
が
交
代
す
る

と
い
う
ル
ー
ル
は
存
在
し
な
い
の
で
、
鬼
ご
っ
こ
と
同
じ
も
の
と
は
言
え
な
い
。
だ
が
、

多
数
が
鬼
を
追
い
か
け
、
つ
か
ま
れ
ば
鬼
が
替
わ
っ
て
ま
た
追
い
か
け
っ
こ
が
続
け
ら
れ

る
と
い
う
遊
び
が
あ
る
。 

 

霊
長
類
を
研
究
す
る
島
田
将

喜
は
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
子
ど
も
に

そ
う
し
た
遊
び
が
み
ら
れ
る
こ

と
を
報
告
し
て
い
る
。
(20 

 

島
田
は
餌
付
け
さ
れ
た
サ
ル

の
集
団
内
の
子
ど
も
が
、
木
の

枝
な
ど
を
奪
い
合
っ
て
遊
ぶ
の

を
観
察
し
、
こ
の
遊
び
を
「
枝
引

き
ず
り
遊
び
」
と
名
付
け
た
。
こ

こ
に
は
「
物
を
持
つ
一
個
体
は
逃

げ
、
物
を
持
た
な
い
そ
の
他
の

個
体
は
追
い
か
け
る
。
持
た
な

い
方
が
持
つ
方
を
追
い
か
け
て
、

物
を
奪
え
ば
、
奪
っ
た
個
体
が

逃
げ
る
方
に
な
る
」
と
い
う
ル
ー

ル
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。
な
お

か
つ
、
大
人
の
サ
ル
の
場
合
、

い
っ
た
ん
誰
か
に
帰
属
し
た
物

を
め
ぐ
っ
て
争
う
こ
と
は
し
な

い
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
遊
び
の

中
に
子
ザ
ル
同
士
が
物
を
め
ぐ
っ
て
「
本
気
の
喧
嘩
」

を
す
る
の
は
一
度
も
観
察
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
島
田
は
子
ザ
ル
た
ち
が
「
遊
ん
で

い
る
」
と
判
断
し
た
。
そ
し
て
こ
の
あ
そ
び
が
生
得
的
に
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
加
齢

に
従
い
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
か
ら
、
上
述
の
ル
ー
ル
、
す
な
わ
ち
物
と
役
割

の
関
係
を
学
習
し
て
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
し
て
、
「
枝
引
き
ず
り
遊
び
」
は
鬼
ご
っ
こ

の
原
形
の
起
源
と
考
え
て
い
る
。 

 
鬼
ご
っ
こ
（
原
型
）
の
起
源
が
一
足
跳
び
に
ヒ
ト
と
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
共
通
祖
先
以
前
に

ま
で
遡
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
ひ
と
つ
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
「
枝
引
き
ず
り
遊
び
」
を
す
る
子
ザ
ル
た
ち
は
嵐
山
、
金
華

山
、
幸
島
な
ど
餌
付
け
さ
れ
て
い
る
サ
ル
の
集
団
に
限
定
し
て
観
察
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
餌
付
け
を
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
わ
れ
わ
れ
人
類
の
遠

い
祖
先
が
、
は
た
し
て
「
枝
引
き
ず
り
遊
び
」
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
は
い
さ

さ
か
疑
問
で
あ
る
。 

        図 5 方相氏と振子 



  
 

           図 6 鳥獣人物戯画  

  

と
こ
ろ
で
、
追
難
や
「
枝
引
き
ず
り

遊
び
」
の
形
式
、
す
な
わ
ち
鬼
を
多
数

で
追
い
か
け
る
あ
そ
び
は
、
平
安
末

期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
描
か
れ
た
日
本

古
の
漫
画
と
も
い
わ
れ
る
京
都
の

高
山
寺
に
伝
わ
る
紙
本
墨
画
の
絵
巻

物
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
鳥
獣

人
物
戯
画
」
甲
巻
の
第
一
四
紙
に
は
木

の
枝
を
も
っ
て
逃
げ
る
サ
ル
を
カ
エ

ル
と
ウ
サ
ギ
が
追
い
か
け
る
場
面
が

描
か
れ
て
い
る
。 

 

た
だ
、
鳥
獣
人
物
戯
画
に
は
詞
書

き
が
無
い
た
め
、
作
者
は
も
と
よ
り
、

ど
の
よ
う
な
意
図
で
こ
れ
が
描
か
れ

た
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
、
さ

ま
ざ
ま
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
と

い
う
わ
け
で
、
歴
史
学
者
の
五
味
文

彦
の
場
合
は
、
第
一
四
紙
と
第
一
五

紙
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
印
地
打
ち

の
場
面
で
、
サ
ル
が
カ
エ
ル
を
殺
し

て
逃
走
し
、
そ
れ
を
ウ
サ
ギ
と
カ
エ

ル
が
追
い
か
け
て
い
る
と
い
う
小
峰

和
明
の
解
釈
を
採
用
し
て
い
る
。
(21

さ
ら
に
ま
た
、
鳥
獣
人
物
戯
画
は
当

時
の
教
育
機
関
で
も
あ
っ
た
寺
院
で
寄
宿
生
活
を
送
っ
て
い
た
貴
族
の
子
ど
も
た
ち
を
楽

し
ま
せ
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
現
代
の
ア
ニ
メ
に
つ
な
が
る
子
ど
も
文
化
の
源
流

の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
し
て
い
る
。
(22 

擬
人
化
し
て
描
か
れ
た
カ
エ
ル
や

ウ
サ
ギ
、
サ
ル
が
当
時
の
子
ど
も
た
ち
の
遊
ぶ
場
面
を
表
現
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ

を
鬼
ご
っ
こ
に
見
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
く
も
な
い
。 

 

む
す
び
に
か
え
て 

 

鬼
ご
っ
こ
は
、
そ
の
起
源
を
た
ど
れ
ば
日
本
の
場
合
で
は
、
文
献
に
よ
っ
て
知
る
限
り

で
は
八
世
紀
初
頭
に
は
そ
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
民
俗
学
的
な
方

法
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
こ
の
遊
び
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
に
つ
い
て
は
、
さ

ら
に
水
稲
耕
作
を
行
っ
た
弥
生
時
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
こ
の
遊
び
を
日
本
に
伝
え
た
地
域
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
起
源
は
さ
ら

に
時
代
を
遡
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
一
方
で
動
物
行
動
学
的
な
視
点
か
ら
は
、
こ
の
遊

び
の
遊
び
手
を
ヒ
ト
を
越
え
て
霊
長
類
に
ま
で
広
げ
得
る
と
い
う
新
し
い
知
見
も
登
場
し

て
き
て
い
る
。 

 

世
界
的
に
見
て
も
こ
の
遊
び
の
歴
史
は
古
く
、
そ
の
分
布
も
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
鬼
の
よ
う
に
、
超
自
然
的
な
存
在
を
遊
び
の
中
で
の
役
割
の
名

称
と
す
る
例
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
。 

 

こ
れ
は
仏
教
の
受
容
と
そ
の
発
展
に
こ
の
遊
び
が
結
び
つ
い
て
い
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に

は
そ
れ
と
並
行
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
か
ら
祖
霊
や
地
霊
信
仰
の
影
響
が
あ
っ
た
こ

と
や
、
そ
も
そ
も
子
ど
も
が
神
秘
的
領
域
と
交
わ
る
力
が
強
い
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と

と
あ
わ
せ
て
、
こ
の
遊
び
に
宗
教
的
な
要
素
が
色
濃
く
み
ら
れ
る
の
は
外
国
に
は
あ
ま
り

例
を
見
な
い
日
本
固
有
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。 

 

「
追
う
－
逃
げ
る
」
、
「
捕
ま
っ
た
時
に
そ
の
役
割
を
交
代
す
る
」
と
い
う
単
純
な
構

造
と
ル
ー
ル
を
も
つ
鬼
ご
っ
こ
は
、
お
そ
く
と
も
室
町
期
頃
ま
で
に
は
そ
の
形
を
整
え
、

そ
の
後
、
研
究
者
に
よ
っ
て
は
二
千
種
を
数
え
る
ほ
ど
多
く
の
派
生
型
を
生
み
出
し
な
が

ら
、
近
年
ま
で
多
く
の
子
ど
も
た
ち
に
遊
ば
れ
て
き
た
。 

 

本
稿
で
は
資
料
的
制
約
な
ど
も
あ
り
、
鬼
ご
っ
こ
の
分
類
法
や
、
近
世
・
近
代
に
お
け

る
具
体
的
な
遊
び
方
の
変
化
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
諸
外

国
の
鬼
ご
っ
こ
と
の
比
較
分
析
と
あ
わ
せ
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 
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