
神戸市外国語大学 学術情報リポジトリ

Exploring a reality of Kappa - what lies beneath
sumo-loving of Kappa-

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2015-12-22

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 竹村, 匡弥, TAKEMURA, Masaya

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://kobe-cufs.repo.nii.ac.jp/records/2015URL
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
International License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 
 

河
童
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
求
め
て 

 
 

 
 

 

―
「
河
童
の
相
撲
好
き
」
そ
の
底
流
に
あ
る
の
は
な
に
か
ー 

  

竹
村 

匡
弥 

  

は
じ
め
に 

 

明
治
期
に
妖
怪
博
士
と
呼
ば
れ
た
人
物
が
い
る
。
井
上
円
了
と
い
う

哲
学
者
で
あ
る
。
彼
は
の
ち
に
東
洋
大
学
と
な
る
哲
学
館
を
設
立
す

る
。
こ
こ
で
井
上
は
妖
怪
学
と
い
う
科
目
を
教
え
る
こ
と
に
な
る
。
妖

怪
博
士
と
い
わ
れ
た
人
で
あ
る
か
ら
、
当
然
な
が
ら
い
ろ
ん
な
妖
怪
や

そ
の
現
象
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
妖
怪
に
詳
し
い
と
言
う

こ
と
に
な
る
と
、
妖
怪
に
対
し
て
そ
の
存
在
を
好
意
的
に
観
る
立
場
な

の
だ
ろ
う
と
、
つ
い
考
え
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
井
上
は
、
妖
怪
の
存

在
や
迷
信
が
人
々
を
真
理
か
ら
遠
ざ
け
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
妖
怪
と

い
う
怪
異
現
象
を
科
学
的
に
解
明
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
う

立
場
か
ら
妖
怪
の
研
究
を
し
た
人
な
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
彼
は
妖

怪
に
詳
し
く
な
り
『
妖
怪
学
』
『
妖
怪
学
講
義
』
な
ど
の
著
作
を
残
し

て
い
る
。 

 

明
治
に
入
り
、
「
近
代
」
を
接
ぎ
木
し
た
日
本
の
課
題
と
し
て
井
上

が
取
り
上
げ
た
の
が
、
迷
信
と
さ
れ
る
よ
う
な
民
間
の
様
々
な
怪
異
現

象
の
類
い
で
あ
っ
た
。
井
上
は
そ
れ
を
絶
滅
し
よ
う
と
考
え
た
の
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
成
果
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
井
上
の
後
、

妖
怪
の
研
究
者
を
あ
げ
る
の
で
あ
れ
ば
、
柳
田
国
男
が
い
る
。
柳
田
は

井
上
を
批
判
す
る
よ
う
に
、「
迷
信
」
と
い
う
言
葉
を
避
け
、「
民
間
信

仰
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
。
妖
怪
や
怪
異
現
象
を
信
ず
る
心
性
に

潜
む
も
の
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
。
筆
者
は
そ
れ
を
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」

と
呼
び
た
い
。
同
じ
よ
う
な
現
象
や
体
験
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
違
う

時
と
場
所
、
あ
る
い
は
普
段
と
は
違
う
心
身
の
状
態
の
時
に
起
っ
た
場

合
、
私
た
ち
は
、
科
学
的
に
は
解
明
で
き
そ
う
に
な
い
因
果
関
係
を
感

じ
る
と
き
が
あ
る
。
科
学
的
に
説
明
で
き
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ

を
信
用
し
な
い
、
と
い
う
の
は
あ
る
種
の
詭
弁
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
身
体
に
刻
み
込
ま
れ
た
そ
の
感
触
は
ぬ
ぐ
い
去
ら
れ
る
こ
と
な
く

残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
科
学
的
に
は
証
明
で
き
そ
う
に
な
い
妖
怪
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
現
象
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
、
身
体
に
刻
み
込
み
、

そ
れ
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
習
俗
（
あ
る
い
は
禁

忌
）
が
あ
る
の
は
事
実
な
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
河
童
と
い
う
妖
怪
と
、

そ
れ
に
ま
つ
わ
る
習
俗
を
研
究
対
象
に
す
る
こ
と
で
、
河
童
の
リ
ア
リ

テ
ィ
を
探
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

 

河
童
に
は
多
く
の
性
分
が
あ
る
。
牛
馬
を
水
中
に
引
き
込
む
。
富
を

授
け
た
り
、
秘
薬
を
伝
授
し
た
り
す
る
。
ま
た
、
キ
ュ
ウ
リ
を
好
み
、

鉄
や
仏
教
な
ど
を
嫌
う
。
そ
し
て
河
童
は
相
撲
を
取
り
た
が
る
。
人
と

相
撲
を
取
っ
て
は
水
中
に
引
き
込
み
尻
子
玉
を
抜
い
て
殺
す
。
尻
子
玉

と
は
肛
門
に
あ
る
と
想
像
さ
れ
た
玉
の
こ
と
で
あ
る
。
無
事
に
河
童
の
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難
か
ら
逃
れ
た
場
合
で
も
気
が
狂
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま

た
、
火
を
乞
う
性
分
も
あ
る
。
河
童
に
つ
い
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
大
き

な
性
格
と
し
て
は
以
上
が
挙
げ
ら
れ
る
。
筆
者
は
河
童
の
相
撲
好
き
に

焦
点
を
当
て
、
河
童
が
相
撲
を
好
む
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
い
を
設
定

し
、
そ
れ
を
研
究
し
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
河
童
の
性
分
を
分
析
す
る

こ
と
で
、
「
歴
史
」
で
は
語
ら
れ
な
い
そ
の
底
流
に
流
れ
て
い
る
も
の

が
な
に
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
す
で
に
私
た
ち
の
記
憶
の
断
片

か
ら
も
消
え
去
り
、
語
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
河
童
の
正
体
に
迫

っ
て
み
た
い
。 

 

Ⅰ 

河
童
と
相
撲
の
呪
力 

１
．
河
童
の
相
撲
好
き
に
つ
い
て 

 

河
童
は
相
撲
を
好
む
と
い
う
。
川
辺
を
歩
い
て
い
る
と
薄
暗
い
と
こ

ろ
か
ら
相
撲
を
と
ろ
う
、
と
ろ
う
と
近
づ
い
て
く
る
モ
ノ
が
あ
る
。
子

供
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
で
、
頭
に
は
水
の
入
っ
た
お
皿
が
載
っ
て
い
る
。

す
で
に
こ
の
と
き
に
は
、
相
撲
を
と
ろ
う
と
誘
わ
れ
た
人
間
は
、
こ
の

怪
異
に
取
り
付
か
れ
、
も
う
扉
の
向
こ
う
側
に
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
当

然
、
そ
の
人
物
以
外
の
他
の
人
に
は
見
え
る
こ
と
は
な
い
。
相
撲
を
と

ろ
う
と
誘
わ
れ
る
の
は
、
大
概
は
力
持
ち
か
子
供
で
あ
る
。
相
撲
を
誘

っ
て
い
る
モ
ノ
は
、
子
供
の
よ
う
な
大
き
さ
だ
か
ら
、
勝
て
る
と
見
込

ん
で
相
撲
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
子
供
の
よ
う
に
み
え

る
モ
ノ
は
や
た
ら
と
強
い
の
だ
。
さ
て
は
河
童
の
仕
業
か
と
気
づ
く
こ

と
に
な
る
。
や
っ
と
の
思
い
で
逃
げ
延
び
た
人
は
、
そ
の
後
、
高
熱
を

出
し
た
り
、
気
が
ふ
れ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
負
け
れ
ば
川
に
引
き

ず
り
込
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
伝
承
が
全
国
各
地
で
伝
え
ら

れ
て
い
る
。 

 

河
童
は
相
撲
を
好
む
の
だ
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
好
物
で
あ
る
人

の
「
尻
子
玉
」
を
欲
し
が
る
か
ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
相

撲
を
と
っ
て
河
に
引
き
ず
り
込
み
、
尻
か
ら
「
尻
子
玉
」
を
吸
い
取
る

と
い
う
訳
な
の
だ
が
、
ど
う
も
そ
れ
だ
け
が
理
由
の
よ
う
で
も
な
い
。

た
だ
、
ひ
た
す
ら
に
相
撲
を
と
り
た
が
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
よ
う

だ
。
子
ど
も
と
相
撲
を
と
っ
た
と
い
う
伝
承
で
は
、
た
だ
相
撲
を
と
り

た
が
る
だ
け
だ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。 

 

あ
る
日
、
子
ど
も
の
帰
り
が
ず
い
ぶ
ん
と
遅
い
。
よ
う
や
く
帰
っ
て

き
た
子
ど
も
に
そ
の
訳
を
聞
く
と
、
川
辺
で
相
撲
を
と
っ
て
い
た
と
い

う
。
明
日
も
行
く
の
だ
と
い
う
。
訝
し
く
思
っ
た
家
の
者
た
ち
が
、
翌

朝
、
仏
飯
を
食
べ
さ
せ
た
後
出
掛
け
さ
せ
た
。
す
る
と
、
じ
き
に
帰
っ

て
き
た
の
だ
。
今
日
は
、
お
前
の
目
ん
玉
か
ら
光
が
出
て
い
る
の
で
、

止
め
て
お
こ
う
と
言
わ
れ
た
と
い
う
。 

 

こ
の
伝
承
は
、
河
童
が
仏
教
を
嫌
っ
て
い
る
と
い
う
逸
話
に
分
類
さ

れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
尻
子
玉
欲
し
さ
の
た
め
だ
け
に
相
撲
を
と
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
子
ど
も
は
初
日
に
被
害
に
あ
っ
て
い

た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
相
撲
を
と
ら
な
く
て
も
水
の
妖
怪
で
あ
れ

ば
い
く
ら
で
も
人
を
襲
う
こ
と
が
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
や
は
り
河
童

は
相
撲
が
大
好
き
な
の
だ
。
し
か
も
、
河
童
の
相
撲
相
手
に
選
ば
れ
る

の
は
力
持
ち
と
子
ど
も
が
多
い
。 

 

河
童
に
取
り
付
か
れ
る
の
が
力
持
ち
や
子
供
で
あ
る
場
合
が
多
い

の
は
、
「
力
持
ち
」
や
「
子
ど
も
」
と
い
う
存
在
が
モ
ノ
の
怪
の
世
界

に
通
じ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
力

持
ち
を
「
力
士
」
、
子
ど
も
を
「
童
」
と
言
い
換
え
て
み
よ
う
。
日
本

で
は
、
両
者
は
古
来
よ
り
神
聖
視
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
童
」

に
つ
い
て
言
及
す
る
網
野
善
彦
は
、
牛
飼
が
童
形
で
あ
る
理
由
に
つ
い
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て
思
い
つ
き
と
し
な
が
ら
も
重
大
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。

獰
猛
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
牛
を
統
御
で
き
る
の
は
、
童
の
持
つ
呪
的

な
力
に
対
す
る
期
待
の
顕
わ
れ
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
（1）

。
ま
た
、

「
力
士
」
に
つ
い
て
は
稲
垣
正
浩
が
、
そ
の
異
形
性
に
つ
い
て
論
じ
る

中
で
、
ふ
つ
う
の
人
と
神
と
の
中
間
に
い
る
存
在
が
「
力
士
」
で
あ
る

と
し
、
ふ
つ
う
の
人
か
ら
尊
崇
を
受
け
て
い
る
の
だ
と
す
る
（2）

。
あ
の

大
き
な
身
体
と
す
ご
い
力
は
ま
さ
に
異
形
の
人
な
の
で
あ
る
。 

 

河
童
が
相
撲
を
と
り
た
が
っ
た
両
者
は
と
も
に
呪
力
を
持
っ
た
、
神

と
人
の
世
界
の
境
界
を
自
由
に
行
き
来
で
き
る
異
形
の
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
好
物
の
尻
子
玉
が
欲
し
か
っ
た

と
い
う
よ
り
は
、
河
童
は
呪
力
を
帯
び
た
者
た
ち
と
相
撲
を
と
り
た
か

っ
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
。 

 

２
．
水
の
精
霊
は
相
撲
を
好
む 

 

一
般
的
に
相
撲
と
は
二
人
が
組
み
合
う
格
闘
技
の
一
種
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
る
が
、
民
俗
と
し
て
現
在
に
伝
承
さ
れ
、
も
し
く
は
現
存

し
な
い
ま
で
も
伝
承
と
し
て
記
録
に
残
る
祭
祀
相
撲
に
は
多
種
多
様

な
様
相
が
あ
る
。
子
供
相
撲 

、
女
相
撲
、
ひ
と
り
相
撲
な
ど
が
そ
れ

で
あ
る
。
ま
た
、
決
着
の
つ
け
方
を
も
っ
て
個
別
の
名
称
の
あ
る
も
の

と
し
て
泣
き
相
撲
、
ど
ろ
ん
こ
相
撲
な
ど
が
あ
る
。 

 

田
の
精
霊
、
水
の
精
霊
と
の
直
接
的
な
関
係
を
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
の
が
、
ひ
と
り
相
撲
と
ど
ろ
ん
こ
相
撲
で
あ
る
。
愛
媛
県
越
智
郡

大
三
島
町
の
大
山
祇
神
社
で
は
旧
暦
五
月
五
日
の
御
田
植
祭
と
旧
暦

九
月
九
日
の
抜
穂
祭
に
ひ
と
り
相
撲
が
行
わ
れ
る
。
名
称
の
ご
と
く
ひ

と
り
で
相
撲
を
行
い
、
「
二
勝
一
敗
」
で
精
霊
の
勝
ち
と
な
る
。
こ
れ

は
客
観
的
観
察
の
上
で
は
、
た
だ
単
に
一
人
で
暴
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
舞
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
和
歌
森
太

郎
の
い
う
河
童
と
の
相
撲
に
よ
る
「
相
舞
（
す
ま
う
）
」
と
い
う
表
現

が
可
能
に
思
わ
れ
る
。
も
し
く
は
「
素
舞
」
と
い
う
表
現
が
可
能
に
思

わ
れ
る
。
精
霊
に
勝
っ
て
も
ら
っ
て
、
勝
利
を
献
上
す
る
こ
と
に
よ
り

豊
穣
の
約
束
を
取
り
付
け
る
。
ま
た
、
見
方
を
変
え
れ
ば
柳
田
が
言
う

よ
う
に
「
気
の
狂
れ
た
」
状
態
と
も
考
え
ら
れ
る
。
折
口
信
夫
の
い
う

「
神
が
か
り
」
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
一
種
の
ト
ラ
ン
ス
状
態
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
精
霊
と
の
交
信
が
可
能
に
な
る
。
そ
れ
が
こ
の
場

合
の
祈
願
の
方
法
で
あ
り
「
祈
り
」
で
あ
っ
た
。 

 

奈
良
県
桜
井
市
江
包
の
素
盞
鳴
神
社
と
同
市
大
西
の
御
綱
神
社
で

は
旧
暦
正
月
十
日
の
「
お
綱
祭
」
の
際
に
ど
ろ
ん
こ
相
撲
が
行
わ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
勝
敗
を
競
う
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
田
ん
ぼ
の
中
で

相
撲
を
取
り
、
と
に
か
く
泥
が
た
く
さ
ん
つ
く
こ
と
が
豊
穣
に
恵
ま
れ

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
精
霊
に
相
撲
を
奉
納
す
る
訳
だ
が
、
泥
と
い

う
以
上
そ
れ
は
土
と
水
の
交
わ
っ
た
も
の
で
あ
り
足
場
は
と
て
も
悪

く
、
組
み
合
お
う
と
し
て
は
転
び
、
組
合
っ
た
と
し
て
も
足
場
の
お
ぼ

つ
か
な
い
「
足
踏
み
」
を
し
て
い
る
だ
け
、
そ
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
く
ず

し
つ
い
に
は
転
ん
で
泥
（
土
）
が
つ
く
。 

 

白
川
静
に
よ
れ
ば
「
土
」
は
「
社
」
の
初
文
で
あ
る
と
し
、
「
土
」

に
聖
な
る
「
水
」
を
そ
そ
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
地
霊
を
呼
び
起
こ
し
、
そ

れ
を
「
興
」
と
す
る
。
そ
の
儀
礼
は
「
興
舞
」
と
し
て
地
霊
に
聖
水
（
御

神
酒
）
を
そ
ぞ
き
な
が
ら
舞
い
、
囃
し
立
て
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

ま
た
、
足
場
の
お
ぼ
つ
か
な
い
動
き
は
、
千
鳥
足
の
よ
う
な
踏
み
方
と

し
て
説
明
さ
れ
る
「
反
閇
」
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
い
は
、「
反

閇
」
へ
と
派
生
す
る
以
前
の
「
禹
歩
」
と
し
て
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

「
反
閇
」
、
あ
る
い
は
「
禹
歩
」
は
道
教
的
呪
術
で
あ
る
。 
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禹
と
い
う
人
物
は
中
国
最
古
の
王
朝
と
さ
れ
る
夏
王
朝
の
始
祖
と

さ
れ
、
氾
濫
す
る
黄
河
の
治
水
に
活
躍
し
た
と
さ
れ
る
。
禹
は
治
水
工

事
に
熱
心
に
取
り
組
み
、
そ
の
こ
と
で
足
が
不
自
由
に
な
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。
禹
歩
と
は
足
が
不
自
由
で
あ
っ
た
禹
の
歩
み
の
し
ぐ
さ
に

由
来
す
る
。
そ
れ
は
洪
水
説
話
に
起
源
を
持
ち
、
古
代
よ
り
中
国
の

人
々
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
魔
よ
け
や
清
め
、
鎮
魂
の
呪
術
と
し
て

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
反
閇
や
禹
歩
の
よ
う
な
足
踏
み
が
呪
術
で
あ
っ
た

訳
で
あ
る
。
精
霊
と
相
撲
を
と
っ
て
い
る
ひ
と
り
相
撲
は
、
一
人
で
足

踏
み
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
。
紛
い
な
く
こ
れ
そ
の
も
の

が
呪
術
で
あ
る
と
い
え
る
。
相
撲
そ
の
も
の
が
呪
術
で
あ
っ
た
の
だ
。 

 

相
撲
と
い
う
呪
術
を
足
踏
み
と
い
う
視
点
か
ら
、
「
禹
歩
」
と
い
う

所
作
に
ま
で
遡
っ
て
い
く
と
、
洪
水
や
治
水
と
の
関
係
が
浮
上
し
て
く

る
。
禹
は
治
水
に
活
躍
し
た
人
物
と
さ
れ
て
お
り
、
河
や
雨
、
つ
ま
り

水
を
支
配
す
る
精
霊
と
の
交
信
が
可
能
な
呪
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
呪
法
が
禹
歩
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。 

 

大
山
祇
神
社
で
の
ひ
と
り
相
撲
も
、
桜
井
市
江
包
の
ど
ろ
ん
こ
相
撲

も
稲
の
豊
作
を
祈
願
す
る
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
豊
作
を
祈
る

と
き
の
一
番
の
要
所
は
や
は
り
「
水
」
に
関
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
雨

が
降
り
す
ぎ
て
も
駄
目
、
降
ら
な
か
っ
て
も
駄
目
、
適
度
に
降
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
気
ま
ぐ
れ
な
雨
に
よ
っ
て
、
稲
は
枯
れ
、
一
気

に
死
活
問
題
と
な
る
。
人
為
が
及
ぶ
と
こ
ろ
で
の
技
術
は
改
良
を
重

ね
、
灌
漑
治
水
の
技
術
も
あ
る
程
度
の
安
定
を
確
保
で
き
て
い
た
と
し

て
も
、
や
は
り
雨
が
降
ら
な
け
れ
ば
い
ず
れ
は
枯
渇
す
る
。
こ
の
ど
う

し
よ
う
も
で
き
な
い
こ
と
に
対
し
て
人
々
は
ど
の
よ
う
に
折
り
合
い

を
つ
け
て
き
た
の
か
。
そ
れ
が
全
身
全
霊
を
賭
け
た
「
祈
り
」
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
雨
や
河
川
を
支
配
す
る
カ
ミ
や
精
霊
と

交
信
し
、
な
ん
と
か
よ
い
雨
が
ふ
る
よ
う
に
約
束
し
よ
う
と
す
る
。
交

信
し
約
束
を
取
り
付
け
る
た
め
の
方
法
が
禹
歩
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
精
霊
と
の
交
信
は
禹
歩
と
い
う
呪
術
で
も
っ
て
開
か
れ
る
。
精

霊
は
禹
歩
に
よ
っ
て
目
覚
め
、
人
の
祈
り
が
届
く
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。
精
霊
と
の
相
撲
は
異
界
と
の
交
信
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
足
踏
み
と
い
う
視
点
で
繋
が
る
禹
歩
と
相
撲
を
同
一
種
の
も
の
だ

と
み
な
せ
ば
、
精
霊
は
相
撲
が
好
き
な
の
だ
と
、
そ
の
よ
う
に
人
が
思

い
込
む
こ
と
を
容
易
に
想
定
で
き
る
。 

 

３
．
牛
の
呪
力
に
つ
い
て 

 

農
耕
民
に
と
っ
て
雨
、
河
、
つ
ま
り
水
の
管
理
は
重
要
事
で
あ
る
。

そ
れ
は
自
然
現
象
で
あ
り
、
大
雨
で
洪
水
に
な
っ
た
り
、
長
期
間
雨
が

降
ら
ず
に
旱
魃
に
な
っ
た
り
、
は
た
ま
た
ま
っ
た
く
予
期
で
き
ぬ
川
の

氾
濫
が
あ
っ
た
り
も
す
る
。
雨
乞
い
（
降
雨
、
止
雨
）
に
関
す
る
民
俗

資
料
は
数
多
く
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
雨
乞
い
の
習
俗
に
殺
牛
馬
が
関

係
す
る
も
の
だ
け
を
み
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
河
童
駒
引
に
繋
が
る
こ

と
を
想
定
し
て
の
こ
と
だ
。 

 

佐
伯
有
清
に
よ
れ
ば
、
福
島
県
南
会
津
郡
大
戸
町
、
同
郡
長
江
村
、

静
岡
県
志
太
郡
西
益
津
村
、
兵
庫
県
加
東
郡
の
村
々
、
広
島
県
双
三
郡

八
幡
で
は
雨
乞
い
に
牛
の
頭
を
沼
、
池
、
滝
に
投
げ
込
ん
だ
と
し
て
い

る
（3）

。
牛
が
農
耕
と
し
て
本
格
的
に
使
役
さ
れ
る
た
め
に
は
、
鉄
製
の
犁す

き

が
必
要
に
な
る
。
そ
の
犁
先
は
五
世
紀
頃
に
朝
鮮
か
ら
日
本
に
伝
わ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
が
、
民
間
に
広
ま
る
の
は
か
な
り
の
年

月
が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
続
日
本
紀
』
天
平
十
三
年
（
七

四
一
）
二
月
七
日
の
記
述
か
ら
推
察
さ
れ
る
の
は
、
少
な
く
と
も
八
世

紀
に
は
、
「
百
姓
」
と
記
さ
れ
る
民
衆
に
お
い
て
牛
馬
の
使
役
は
一
般
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的
で
あ
り
、
農
耕
民
に
お
い
て
も
牛
や
馬
の
使
役
は
行
わ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
牛
の
使
役
は
農
耕
機
械
が
誕
生
す
る
昭
和
初
期
ま
で
続

け
ら
れ
て
い
た
。
農
耕
民
に
と
っ
て
牛
馬
は
か
な
り
貴
重
な
存
在
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
水
の
管
理
能
力
を
越
え
て
迫
る
自
然
現
象
の

脅
威
に
対
し
て
は
、
貴
重
な
牛
馬
を
犠
牲
と
し
て
献
ず
る
必
要
が
あ

り
、
そ
れ
ほ
ど
に
水
神
と
牛
馬
の
繋
が
り
は
強
く
深
い
も
の
と
し
て
信

仰
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
農
耕
に
お
け
る
牛
の
使
役
に

人
々
は
尋
常
な
ら
ざ
る
力
の
存
在
を
み
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
犂
の

開
発
が
そ
れ
ま
で
の
農
耕
を
変
化
さ
せ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
牛
が
怪
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
単
に
大
き

な
力
と
い
う
意
味
で
留
ま
ら
な
い
力
の
存
在
を
牛
に
認
め
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
牛
が
耕
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
物
が
育
つ
と
い

う
不
思
議
に
、
牛
の
持
つ
「
力
」
を
み
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。 

『
日
本
書
紀
』
の
皇
極
元
年
七
月
か
ら
の
条
に
は
次
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
。 二

十
五
日
、
群
臣
が
、
「
村
々
の
祝
部
の
教
え
に
従
っ
て
、
牛

馬
を
殺
し
て
諸
社
の
神
に
祈
っ
た
り
、
あ
る
い
は
市
を
別
の
場
所

に
移
し
た
り
、
ま
た
河
の
神
に
祈
っ
た
り
し
た
が
、
雨
乞
い
の
効

き
目
は
な
か
っ
た
」
と
語
り
合
う
と
、
蘇
我
大
臣
は
、
「
寺
々
で

大
乗
教
典
を
転
読
し
よ
う
。
仏
の
教
え
に
従
い
、
過
ち
を
改
め
て
、

雨
乞
い
し
よ
う
」
と
い
っ
た
。 

（
中
略
） 

八
月
一
日
、
天
皇
は
南
淵
の
川
上
に
お
い
で
に
な
り
、
跪
い
て

四
方
を
拝
し
、
天
を
仰
い
で
祈
ら
れ
る
と
、
雷
鳴
が
し
て
大
雨
が

降
っ
た
。
雨
は
五
日
間
続
い
て
、
天
下
は
等
し
く
う
る
お
っ
た
。

国
中
の
百
姓
は
皆
喜
ん
で
、
「
こ
の
上
も
な
い
徳
を
お
持
ち
の
天

皇
で
あ
る
」
と
い
っ
た
。
（4） 

一
連
の
記
述
の
意
図
は
明
白
で
あ
る
。
一
つ
は
、
雨
乞
い
が
そ
れ
ま

で
の
方
法
を
否
定
し
仏
教
に
よ
る
も
の
へ
と
変
わ
ろ
う
と
し
た
こ
と
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
雨
が
降
ら
ず
、
結
局
は
皇
極
天
皇
自
ら
の
雨
乞
い

に
よ
っ
て
大
雨
が
降
っ
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
も
う
一
つ

が
、
仏
教
方
式
の
雨
乞
い
を
勧
め
る
蘇
我
氏
を
貶
め
、
そ
れ
よ
り
も
や

は
り
天
皇
の
徳
が
勝
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
た
め

で
あ
る
。
皇
極
紀
で
は
こ
れ
ら
の
記
述
に
続
き
、
蘇
我
氏
滅
亡
の
ス
ト

ー
リ
ー
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
蘇
我
氏
は
力
を
持
っ
て
い
る
が
天
皇
の

徳
に
は
敵
わ
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
描
い
て
い
る
。 

こ
こ
で
は
前
者
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
こ
の
史
料
は
古
代
日
本
に

お
け
る
殺
牛
馬
習
俗
を
考
察
す
る
際
注
目
す
べ
き
も
の
と
な
る
。
「
牛

馬
を
殺
し
て
諸
社
の
神
に
祈
っ
た
り
」
、
「
市
を
別
の
場
所
に
移
し
た

り
」
、「
河
の
神
に
祈
っ
た
り
」
す
る
こ
と
が
、
雨
乞
い
の
た
め
で
あ
り
、

「
村
々
の
祝
部
の
教
え
に
従
っ
て
」
行
っ
て
い
る
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
殺
牛
馬
の
習
俗
が
民
間
の
習
俗
と
し
て
の
広
が
り
を
も

っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
だ
。 

『
続
日
本
紀
』
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）
二
月
七
日
の
詔
で
は
、 

「
詔
し
て
曰
く
、
馬
牛
は
人
に
代
わ
り
て
、
勤
労
し
て
人
に
養

は
る
、
兹
に
因
り
て
、
先
に
明
制
あ
り
て
、
屠
殺
す
る
こ
と
を
許

さ
ず
、
今
、
聞
く
、
国
郡
未
だ
禁
止
す
る
こ
と
能
わ
ず
、
百
姓
猶

屠
殺
す
る
こ
と
あ
り
、
宜
し
く
犯
す
こ
と
あ
る
者
は
、
蔭
贖
を
問

は
ず
、
先
ず
杖
一
百
を
決
し
、
然
る
後
に
罪
に
科
す
べ
し
、
又
聞

く
、
国
郡
司
ら
公
事
に
よ
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
人
を
聚
め
て
田
獵

し
、
民
の
産
業
を
妨
げ
、
損
害
実
に
多
し
、
自
今
以
後
、
宜
し
く

禁
断
せ
し
む
べ
し
、
更
に
犯
す
こ
と
あ
る
者
は
、
必
ず
重
科
に
擬
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せ
よ
。
」
（5）

と
記
述
さ
れ
る
。 

こ
の
詔
の
内
容
で
は
、
牛
馬
は
人
に
代
わ
っ
て
勤
労
す
る
も
の
だ
か

ら
、
屠
殺
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
未
だ
禁
止
で
き
て
い
な
い
と
い
う
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
。 

ま
た
、『
古
語
拾
遺
』（6）

に
は
、
神
代
の
こ
と
と
し
て
大
地
主

お
ほ
な
ぬ
し
の

神か
み

と
御
歳

み
と
し
の

神か
み

の
伝
承
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
概
要
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
大
地
主

神
が
農
耕
始
め
の
日
に
、
牛
の
肉
を
耕
作
人
た
ち
に
食
べ
さ
せ
た
。
御

歳
神
の
子
が
そ
の
田
に
出
向
き
、
饗
応
物
に
唾
を
吐
き
か
け
て
帰
り
、

そ
の
旨
を
御
歳
神
に
伝
え
た
。
怒
っ
た
御
歳
神
が
蝗

い
な
ご

を
田
に
放
ち
枯
れ

さ
せ
た
。
大
地
主
神
が
占
い
を
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
御
歳
神
の
祟
り
だ
と

解
り
、
白
猪
、
白
馬
、
白
鶏
を
献
じ
て
謝
罪
し
た
。
御
歳
神
は
こ
れ
を

受
け
入
れ
て
、
蝗
の
払
う
方
法
を
教
え
、
そ
れ
で
も
無
理
で
あ
れ
ば
、

牛
の
肉
を
田
の
溝
口
に
置
き
、
男
茎
の
形
を
作
れ
と
さ
れ
た
。
そ
の
通

り
に
す
る
と
、
年
穀
も
豊
か
に
実
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

御
歳
神
の
怒
り
は
、
ま
ず
、
田
に
供
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
牛
の
肉

を
先
に
耕
作
人
が
食
べ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
牛
を
殺
し
そ
の

肉
を
食
べ
た
り
、
田
に
供
え
る
習
俗
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
出
来
る
。

掘
り
下
げ
て
見
て
い
く
と
、
牛
の
肉
を
畦
に
置
き
、
男
茎
を
作
る
と
こ

ろ
は
、
田
ん
ぼ
そ
の
も
の
を
女
性
性
器
と
見
立
て
、
牛
の
肉
で
男
性
性

器
を
作
り
、
そ
の
和
合
を
も
っ
て
豊
穣
を
祈
っ
て
い
る
。
田
植
え
時
、

田
ん
ぼ
に
は
水
を
入
れ
、
牛
は
田
ん
ぼ
の
土
を
耕
し
て
か
き
混
ぜ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
を
和
合
と
見
立
て
て
、
豊
穣
を
祈
っ
て
い
る
。
や
は
り
、

牛
は
単
に
怪
力
な
生
き
物
だ
と
解
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
稲
を
豊

か
に
実
ら
せ
る
呪
力
を
兼
ね
備
え
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

上
記
し
た
三
つ
の
史
料
で
は
、
殺
牛
馬
習
俗
が
民
間
に
広
が
っ
て
い

た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
雨
乞
い
と
豊

穣
の
祈
り
の
た
め
で
あ
っ
た
。
雨
乞
い
と
し
て
の
牛
を
殺
す
習
俗
が
あ

っ
た
こ
と
を
み
て
き
た
。
で
は
馬
に
関
し
て
は
ど
う
な
の
か
。
雨
乞
い

と
馬
に
つ
い
て
は
、
祈
雨
の
際
、
馬
を
奉
じ
た
事
例
が
『
続
日
本
紀
』

『
日
本
後
紀
』『
続
日
本
後
紀
』
に
数
多
く
記
さ
れ
て
い
る
。
時
代
が
下

る
に
つ
れ
て
丹
生
川
上
神
社
へ
の
奉
献
馬
が
多
く
な
っ
て
く
る
が
、

『
続
日
本
紀
』
に
祈
雨
の
記
述
が
あ
る
最
初
の
文
武
二
年
（
六
九
八
）

の
項
で
は
、「
四
月
廿
九
日 

奉
馬
于
芳
野
水
分
峯
神
。
祈
雨
也
。
」「
五

月
五
日 

遣
使
于
京
畿
。
祈
雨
於
名
山
大
川
。
」「
六
月
廿
八
日 

奉
馬

于
諸
社
祈
雨
也
。
」
と
あ
り
、『
続
日
本
紀
』
に
記
載
さ
れ
る
祈
雨
の
祭

祀
の
当
初
は
、
必
ず
し
も
奉
献
馬
が
あ
っ
た
訳
で
は
な
く
、
特
定
の
神

に
限
ら
れ
て
い
た
訳
で
も
な
い
。
祈
雨
に
際
し
て
馬
を
奉
献
す
る
事
例

は
確
認
で
き
る
。 

祈
雨
も
し
く
は
止
雨
の
祭
祀
と
馬
の
関
係
で
は
、
絵
馬
の
前
身
と
も

考
え
ら
れ
て
い
る
土
馬
（7）

が
あ
る
。
土
馬
は
、
近
畿
地
方
を
中
心
に
飛

鳥
時
代
か
ら
平
安
時
代
の
遺
跡
で
、
溝
や
川
辺
、
井
戸
底
な
ど
か
ら
出

土
し
、
祈
雨
も
し
く
は
止
雨
の
祭
祀
の
時
に
水
の
神
に
捧
げ
、
ま
た
、

疫
病
神
や
祟
り
神
を
封
じ
る
た
め
の
祭
祀
に
使
わ
れ
た
も
の
だ
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
続
日
本
紀
』
慶
雲
三
年
（
七
〇
六
）
に
は
、

「
是
年
。
天
下
諸
國
疫
疾
。
百
姓
多
死
。
始
作
土
牛
大
儺
。
」
と
記
述
が

あ
り
、
「
土
牛
」
に
よ
っ
て
も
、
疫
病
を
追
い
払
う
儀
式
を
行
っ
て
い

る
。 

 ４
．
祟
り
神
と
殺
牛
馬
習
俗 

祟
り
神
と
殺
牛
馬
習
俗
に
つ
い
て
は
、
参
考
に
な
る
一
つ
の
史
料
が

あ
る
。
『
日
本
霊
異
記
』
（8）

中
巻
第
五
話
に
、
「
異
国
の
神
の
祟
り
か
ら

免
れ
る
た
め
に
牛
を
殺
し
て
祭
り
、
ま
た
一
方
で
放
生
の
善
を
修
め
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て
、
こ
の
世
で
善
悪
両
方
の
報
い
を
受
け
た
物
語
」
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

摂
津
国
東
生
郡
撫
凹
村
の
富
豪
の
家
長
が
、
漢
神
の
祟
り
に
あ
っ
た

の
で
、
七
年
間
の
期
限
を
立
て
て
そ
の
神
を
祭
り
、
毎
年
一
頭
で
七
頭

の
牛
を
殺
し
、
七
年
後
祭
り
を
終
え
た
。
し
か
し
、
急
に
病
に
な
り
、

一
向
に
よ
く
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
家
長
は
、
こ
ん
な
重
病
に
罹

っ
た
の
は
牛
を
殺
し
た
殺
生
の
罪
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
と
し
て
戒
律

を
守
り
多
く
の
放
生
の
善
行
を
行
っ
た
。
そ
れ
か
ら
七
年
後
、
病
は
よ

く
な
ら
ず
、
い
よ
い
よ
臨
終
の
時
を
迎
え
た
。
妻
子
に
、
死
ん
だ
ら
遺

骸
を
焼
か
ず
九
日
間
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
き
な
さ
い
と
い
っ
た
。
死
ん

で
九
日
後
、
家
長
は
生
き
返
り
、
冥
界
で
の
出
来
事
を
話
し
た
。
閻
魔

王
の
も
と
で
、
七
人
の
牛
頭
人
身
の
も
の
た
ち
と
、
千
万
余
人
の
も
の

た
ち
が
議
論
し
た
。
千
万
余
人
の
も
の
た
ち
は
、
祟
っ
て
い
た
悪
神
を

祭
っ
た
が
故
に
牛
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
訴
え
た
。
最
後
に
、
閻
魔
王

は
数
の
多
い
方
の
訴
え
を
と
っ
た
の
で
私
は
生
き
返
る
こ
と
が
出
来

た
の
だ
、
と
。
こ
の
家
長
は
、
閻
魔
王
の
も
と
か
ら
生
き
て
返
り
、
ま

す
ま
す
仏
法
へ
帰
依
し
た
。 

こ
こ
で
は
、
祟
り
神
と
し
て
の
漢
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
。

佐
伯
有
清
は
、
殺
牛
の
習
俗
に
は
、
雨
乞
い
に
よ
る
も
の
と
祟
り
神
に

よ
る
も
の
と
が
あ
る
と
大
別
し
、
前
者
を
日
本
固
有
の
習
俗
と
し
、
後

者
を
大
陸
か
ら
渡
来
し
た
習
俗
だ
と
し
て
い
る
（9）

。
し
か
し
、
下
出
積

與
は
二
つ
に
大
別
す
る
の
は
認
め
な
が
ら
、
『
日
本
書
紀
』
の
皇
極
元

年
七
月
の
条
の
記
事
に
み
ら
れ
る
「
市
を
移
す
」
「
河
神
に
祈
る
」
と

い
う
習
俗
が
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
殺
牛
馬

の
信
仰
と
並
記
さ
れ
て
あ
る
点
に
注
意
す
る
こ
と
か
ら
、
雨
乞
い
に
よ

る
殺
牛
の
習
俗
も
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
（10）

。
ま
た
、

上
田
正
昭
は
、
殺
牛
馬
の
習
俗
に
つ
い
て
、
ア
ジ
ア
に
広
く
祈
雨
止
雨

の
祈
り
の
際
に
牛
馬
の
供
犠
の
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
は
中
国
大
陸
や
朝

鮮
半
島
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
ら
が
け
っ
し

て
渡
来
集
団
の
み
の
習
俗
で
は
な
く
、
諸
国
に
広
が
り
、
独
自
の
変
容

を
遂
げ
た
こ
と
を
古
文
献
な
ど
の
史
料
お
よ
び
民
俗
に
残
る
資
料
に

よ
っ
て
示
し
て
い
る
（11）

。 

以
上
の
よ
う
に
、
殺
牛
馬
の
習
俗
に
は
雨
乞
い
に
関
わ
る
も
の
と
、

祟
り
神
に
関
わ
る
も
の
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
習
俗
の
由
来

に
つ
い
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
筆
者
は
、
両
者
と
も
に
中
国
大
陸
や
朝
鮮

半
島
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。 

河
童
は
妖
怪
で
あ
り
、
や
は
り
精
霊
で
も
カ
ミ
で
も
な
い
。
し
か
し
、

柳
田
国
男
に
よ
れ
ば
河
童
は
水
神
の
零
落
し
た
も
の
で
あ
り
、
河
童
が

牛
馬
を
水
中
に
引
き
込
む
の
は
、
水
神
が
牛
馬
を
供
犠
と
し
て
欲
す
る

た
め
だ
と
し
て
い
る
（12）

。
ま
た
、
石
田
英
一
郎
は
『
河
童
駒
引
考
』
に

お
い
て
、
柳
田
の
見
解
を
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
に
ま
で
広
げ
、
同
様
の
多

く
の
神
話
、
伝
説
、
民
俗
的
史
料
を
も
と
に
支
持
す
る
。
少
な
く
と
も

農
耕
民
に
と
っ
て
は
水
（
河
神
）
と
牛
の
関
係
が
馬
よ
り
も
年
代
的
に

早
か
っ
た
と
し
て
、
牛
と
馬
と
を
比
較
し
て
前
に
牛
の
演
じ
た
役
割
に

馬
が
参
加
す
る
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
代
わ
る
と
い
う
よ
う
な
現
象
も

（13）

あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
河
童
駒
引
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
る
事
に
な

っ
た
河
童
の
行
為
は
、
水
神
に
対
す
る
牛
馬
の
供
犠
で
あ
り
、
馬
に
限

定
さ
れ
る
事
で
は
な
く
、
牛
も
そ
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。 し

か
し
、
水
神
が
零
落
し
て
河
童
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
水
神
が
水
神
と
し
て
の
立
場
を
維
持
出
来
ず
に
、
何
ゆ
え
河
童
に
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零
落
し
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
農
耕
に
お
い
て
は
昭

和
初
期
ま
で
牛
が
使
役
さ
れ
て
き
た
の
で
、
そ
の
こ
ろ
ま
で
殺
牛
馬
の

習
俗
は
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
し
て
や
、
自
然
現
象
で
あ
る
降
雨
に
よ
る

洪
水
や
旱
魃
な
ど
は
、
現
代
に
至
っ
て
も
被
害
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
稲

作
に
と
っ
て
極
め
て
重
大
な
習
俗
の
信
仰
対
象
で
あ
る
水
神
が
な
に

ゆ
え
零
落
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
河
童
を
水
神
の
零
落
し
た
も
の

と
し
て
考
え
る
場
合
、
零
落
す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
河
童
起
源
譚
に
な

る
の
で
は
な
い
か
。 

 

Ⅱ 

河
童
は
ど
こ
に
い
た
の
か 

１
．
河
童
起
源
譚
に
つ
い
て 

 

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
（14）

。
一
つ
目
は
河
童
が
藁
人
形
や
木
屑
か
ら
変

化
し
た
と
す
る
話
、
二
つ
目
は
中
国
か
ら
海
を
渡
っ
て
九
州
に
や
っ
て 

き
た
と
い
う
話
、
三
つ
目
は
牛
頭

ご

ず

天
王

て
ん
の
う

の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
話
で
あ

る
。 一

つ
目
の
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
。
代
表
的
な
伝
承
と
し
て
、
後
に
考
察 

す
る
春
日
大
社
（
奈
良
県
奈
良
市
）
の
建
立
縁
起
が
あ
り
、『
北
肥
戰
誌

ほ

っ

ぴ

せ

ん

し

』 

に
「
渋
江
家
由
来
の
事
」
と
し
て
そ
の
記
述
が
あ
る
。 

二
つ
目
の
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
特
筆
す
べ
き
才
能
が
あ
っ
た
。 

 

三
つ
目
の
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
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
司
る
神 

で
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
疫
神
・
武 

塔
神
を
親
切
に
迎
え
入
れ
た
兄
は
疫
病
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と

い
う
話
で
あ
る
。
河
童
を
牛
頭
天
王
の
子
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
武
塔

神
、
牛
頭
天
王
、
ス
サ
ナ
オ
、
河
童
は
同
系
に
あ
る
こ
と
に
な
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
、
あ
る
い
は
水
泳
ぎ
を
し
な
い
と
い
う
禁
忌
が
存
在
し
て
い
る
。
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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
。 

以
上
、
簡
単
に
で
は
あ
る
が
三
つ
の
起
源
譚
を
紹
介
し
た
。
こ
こ
に

は
直
接
的
に
河
童
が
零
落
し
た
こ
と
に
関
連
付
け
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ

は
な
い
。
し
か
し
、
前
述
し
た
禹
歩
と
関
連
す
る
要
素
、
あ
る
い
は
殺

牛
馬
習
俗
と
関
連
す
る
要
素
を
見
つ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
三
つ

目
の
牛
頭
天
皇
御
子
説
は
殺
牛
馬
習
俗
の
祟
り
神
が
河
童
と
同
系
列

の
中
に
あ
る
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
も
と
よ
り
史
料
と
民
俗
資

料
の
厳
密
な
整
合
性
を
問
う
こ
と
は
無
駄
で
あ
り
、
意
味
の
あ
る
こ
と

で
も
な
い
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
前
述
し
た
殺
牛
馬
習
俗
は
牛

の
頭
を
滝
や
川
に
投
げ
入
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。
牛
の
頭
で
牛

頭
天
王
な
の
だ
。
か
つ
て
和
歌
山
県
西
牟
婁
地
方
牛
屋
谷
で
は
同
様
の

習
俗
が
あ
り
、
牛
の
頭
を
お
供
え
す
る
祠
は
牛
頭
天
王
が
祀
ら
れ
て
い

た
と
い
う
（15）

。
二
つ
目
の
大
陸
渡
来
説
と
関
連
付
け
ら
れ
る
の
が
洪
水

治
水
神
で
あ
っ
た
禹
で
あ
る
。
禹
は
黄
河
の
治
水
事
業
に
活
躍
し
た
人

物
で
あ
っ
た
。
黄
河
か
ら
逃
げ
延
び
た
河
童
た
ち
が
、
治
水
工
事
の
名

人
で
も
あ
っ
た
加
藤
清
正
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
て
い
る
。 

 ２
．
河
童
が
人
形
か
ら
誕
生
し
た
と
い
う
こ
と 

河
童
が
水
神
の
零
落
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
追
っ
て
い
け
る
の

が
一
つ
目
の
人
形
化
生
説
に
あ
る
。
人
形
化
生
説
の
代
表
例
と
し
て
挙

げ
た
春
日
大
社
建
立
縁
起
が
「
渋
江
家
由
来
の
事
」
と
い
う
文
書
に
記

載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
ひ
ょ
う
す
べ
を
河
童
と
す
る
記
述
が
あ

る
。
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
。
」
（16） 

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

な
の
だ
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
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
、
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
（
ひ
ょ
う
す
べ
）
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
の
で
あ
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
縁
が
記
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。 

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
。 

も
う
一
つ
、
渋
江
家
に
は
河
童
に
関
わ
る
重
要
な
伝
承
が
あ
る
。
河
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童
除
け
の
呪
文
で
あ
る
。 

「
ひ
ょ
う
す
べ
よ
／
約
束
せ
し
を
忘
る
な
よ
／
川
立
お
の
が
／
あ
と

は
す
が
わ
ら
」
（17） 

 

川
で
河
童
の
難
を
避
け
る
た
め
の
呪
文
で
あ
る
。
こ
の
呪
文
は
、
潮

見
神
社
（
佐
賀
県
武
雄
市
）
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
。
こ
の
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
交
わ
さ

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
。
こ
の
呪
文
が
潮
見
神
社
に
伝
わ
る

も
の
で
あ
る
以
上
、
呪
文
に
見
ら
れ
る
「
約
束
」
が
証
文
石
に
関
す
る

こ
と
と
考
え
て
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

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
に
入
る
人
は
菅
原
氏
の
末
裔
だ
ぞ
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
一
言
が
呪
文
の
決
め
文
句
と
な
っ
て
、
河

童
は
悪
さ
が
で
き
な
く
な
る
。
河
童
が
こ
の
呪
文
に
よ
っ
て
手
出
し
が

で
き
な
く
な
る
理
由
は
、
川
に
入
る
人
間
が
菅
原
の
家
系
で
あ
る
こ
と

な
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
河
童
と
菅
原

氏
と
に
な
ん
ら
か
の
関
係
が
な
く
て
は
こ
の
呪
文
は
呪
文
で
は
な
く

な
る
。 

 

３
．
ひ
ょ
う
す
べ
と
菅
原
氏 

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
、
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
闘

い
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
。
」
（18） 

 

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
。 
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こ
こ
に
兵
主
が
出
て
く
る
の
で

あ
る
。
兵
主
神
と
は
『
史
記
』
に

み
ら
れ
る
八
神
の
一
つ
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
、
蚩
尤

し

ゆ

う 

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
。
兵
主
と

名
の
つ
く
神
社
は
全
国
に
約
50

社
あ
り
、
式
内
社
と
し
て
は
穴
師

坐
兵
主
神
社
を
含
め
て
約
20
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
橘
（
み
か
ん
）
を
お
菓
子
と
見
立
て
て
、
「
お

菓
子
の
神
」
を
祭
神
と
す
る
中
嶋
神
社
が
あ
る
。
祭
神
は
タ
ジ
マ
モ
リ
。

『
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
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
土
地
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
だ
。
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
の
関
係
性
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
垂
仁
天
皇
と
タ

ジ
マ
モ
リ
は
不
老
不
死
と
い
う
道
教
的
思
想
で
繋
が
っ
て
お
り
、
そ
の

象
徴
が
「
橘
」
な
の
で
あ
る
。 

４
．
常
世
の
樹
「
橘
」 

三
千
代
は
「
橘
」
と
い
う
姓
を
元
明
天
皇
即
位
と
同
時
期
に
賜
っ
て

い
る
。
こ
の
成
り
行
き
に
つ
い
て
は
三
千
代
の
最
初
の
夫
で
あ
る
美
努

王
と
の
間
の
長
男
・
葛
城
王
ら
が
、
三
千
代
の
死
後
、
橘
の
姓
の
継
承

を
求
め
た
上
表
文
に
よ
り
確
認
出
来
る
。 

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
『
紀
』
に
お
け
る
「
橘
」
に
関
す
る
二

つ
の
記
述
で
あ
る
。
垂
仁
紀
九
十
年
の
条
に
、
天
皇
は
タ
ジ
マ
モ
リ
に

命
じ
て
、
常
世
の
国
に
遣
わ
し
「
非
時

と
き
じ
く

の
香

果

か
ぐ
の
こ
の
み

」
を
求
め
ら
れ
た
。

こ
れ
が
橘
で
あ
る
と
、
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
の
記
述
が

皇
極
紀
三
年
の
条
で
あ
る
。
以
下
、
要
約
を
記
す
。 

「
富
士
川
の
ほ
と
り
の
人
、
多
が
虫
祭
り
を
勧
め
、
常
世
の
神
と
し

て
祭
り
、
こ
れ
を
祭
れ
ば
富
と
長
寿
が
得
ら
れ
る
と
、
民
を
惑
わ
せ
て

い
る
。
田
舎
で
も
都
で
も
盛
ん
に
行
わ
れ
、
損
益
ば
か
り
が
増
え
た
。

見
か
ね
た
秦
河
勝
が
こ
れ
を
懲
ら
し
め
た
。
こ
の
虫
は
常
に
橘
の
木
に

生
じ
る
。
こ
の
事
件
を
評
し
て
次
の
よ
う
な
歌
が
流
行
っ
た
と
い
う
。

「
ウ
ヅ
マ
サ
ハ
、
カ
ミ
ト
モ
カ
ミ
ト
、
キ
コ
エ
ク
ル
、
ト
コ
ヨ
ノ
カ
ミ

ヲ
、
ウ
チ
キ
タ
マ
ス
モ
」
。
太
秦
は
神
の
中
の
神
と
評
さ
れ
る
。
常
世

の
神
を
打
ち
懲
ら
し
め
た
の
だ
か
ら
、
と
。
そ
し
て
、
こ
の
虫
は
蚕
に

と
て
も
よ
く
似
て
い
る
。
」
（19） 

こ
の
記
述
で
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
は
「
常
世
」
の
木
に
つ
く
虫
を
カ

ミ
と
し
て
常
世
神
信
仰
が
流
行
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
偽
り
の
信
仰
で

あ
っ
た
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
「
橘
」
が
常
世
の
樹
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
強
調
し
て
、
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
虫
祭
り
を
主
導
し
て
い
る
の
が
大
生
部
多
と
い
う
人
物
で
、
そ

れ
を
懲
ら
し
め
た
の
が
秦
河
勝
で
あ
る
。
秦
河
勝
と
は
渡
来
系
氏
族
秦

氏
を
代
表
す
る
人
物
で
聖
徳
太
子
に
仕
え
た
人
物
と
し
て
有
名
で
あ
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る
。
こ
の
記
述
で
は
、
秦
河
勝
は
少
な
く
と
も
仏
教
を
信
仰
す
る
立
場

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
秦
河
勝
が
「
常
世
の
神
」

を
偽
り
の
信
仰
と
し
て
打
ち
懲
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
兵
庫

県
豊
岡
市
に
あ
る
い
く
つ
か
の
兵
主
神
社
で
兵
主
を
祀
っ
て
い
る
の

が
大
生
部
で
あ
り
、
そ
の
神
社
を
大
生
部
兵
主
神
社
と
い
う
。
つ
ま
り
、

橘
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
常
世
信
仰
を
否
定
し
か
つ
兵
主
神
を
否
定
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

 

５ 

秦
氏
と
兵
主 

秦
氏
に
関
す
る
記
述
と
し
て
『
万
葉
集
』
（
第
七
巻
）
に
詠
ま
れ
た

歌
が
あ
る
。 

「
痛
足
川
川
波
立
ち
ぬ
巻
目
の
由
槻
が
嶽
に
雲
居
立
て
る
ら
し
」（
一

〇
八
七
） 

「
あ
し
ひ
き
の
山
川
の
瀬
の
響
る
な
べ
に
弓
月
が
嶽
に
雲
立
ち
渡

る
」
（
一
〇
八
八
） 

「
痛
足
川
」
は
「
あ
な
し
が
わ
」
と
読
み
、「
巻
目
」
を
「
ま
き
む
く
」

と
読
む
。
「
あ
な
し
」
と
は
三
輪
神
社
で
有
名
な
三
輪
山
の
北
側
、
先

述
し
た
奈
良
県
桜
井
市
穴
師
を
指
し
、
こ
の
地
に
は
穴
師
坐
兵
主
神
社

が
あ
る
。
穴
師
に
は
「
痛
足
川
」
と
推
定
で
き
る
巻
向
川
が
流
れ
て
お

り
、
こ
の
巻
向
川
の
両
側
に
巻
向
山
と
龍
王
山
が
あ
る
が
、
歌
に
あ
る

「
由
槻
が
嶽
」「
弓
月
が
嶽
」
は
同
じ
で
、
巻
向
山
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
（20）

。 

『
紀
』
の
応
神
天
皇
十
四
年
条
に
は
、
弓
月
君
が
百
済
よ
り
渡
来
し

た
と
あ
り
、
十
六
年
条
に
は
、
新
羅
に
渡
来
を
防
が
れ
、
加
羅
に
留
ま

っ
て
い
た
「
弓
月
の
民
」
が
渡
来
す
る
と
あ
る
。
加
え
て
、
『
新
撰
姓

氏
録
』
に
は
「
融
通
王
（
一
に
弓
月
王
と
い
う
）
」
が
、
秦
始
皇
帝
の

末
裔
で
、
多
く
の
民
を
率
い
て
渡
来
し
た
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
秦
氏
が
秦
始
皇
帝
を
祖
と
す
る
説
が
あ
る
。
ま
た
、
『
古

語
拾
遺
』
お
よ
び
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
み
ら
れ
る
記
載
か
ら
、
弓
月
王

が
秦
氏
の
祖
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
通
説
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
融

通
王
（
弓
月
王
）
」
と
、
先
の
『
万
葉
集
』
の
二
首
に
書
か
れ
る
「
弓

月
」
と
の
繋
が
り
か
ら
、
秦
氏
が
弓
月
嶽
（
現
巻
向
山
）
周
辺
に
も
居

住
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
穴
師
坐
兵
主
神
社
の
由
緒
書

き
に
は
、
現
在
の
社
殿
は
応
仁
の
乱
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
後
に
建
立
さ

れ
た
も
の
で
、
焼
失
前
は
「
弓
月
が
嶽
」
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
つ

ま
り
現
巻
向
山
（
付
近
）
に
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
。
こ
れ
ら
を
合
わ
せ

る
と
、
弓
月
嶽
（
現
巻
向
山
）
を
中
心
に
し
た
穴
師
一
帯
に
お
い
て
、

秦
氏
の
奉
じ
て
い
た
神
が
兵
主
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
（21）

。
と

な
る
と
、
矛
盾
が
生
じ
る
の
だ
。
秦
氏
は
兵
主
神
を
祀
る
大
生
部
を
追

討
し
て
い
る
。
千
田
稔
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
秦
河
勝
と
大
生
部
多

が
同
族
で
あ
り
、
同
族
の
争
い
が
あ
っ
た
と
み
て
い
る
（22）

。
つ
ま
り
、

秦
河
勝
は
常
世
信
仰

か
ら
仏
教
へ
と
そ
の

信
仰
が
変
化
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。 

さ
て
、
野
見
宿
禰

は
『
紀
』
の
記
述
内

容
か
ら
出
雲
国
出
身

と
考
え
ら
れ
て
い
る

が
、
奈
良
県
桜
井
市

に
も
出
雲
の
地
名
が

あ
り
、
そ
こ
に
は
野
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見
宿
禰
塚
跡
が
あ
る
。
巻
向
山
か
ら
三
輪
山
へ
と
繋
が
る
尾
根
を
南

下
、
長
谷
川
の
流
れ
と
出
会
う
と
こ
ろ
だ
。
そ
こ
に
は
十
二
柱
神
社
が

あ
り
、
昔
は
本
殿
が
な
く
「
古
代
出
雲
ム
ラ
」
の
伝
承
地
「
ダ
ン
ノ
ダ

イ
ラ
」
の
磐
座
を
拝
ん
で
い
た
と
す
る
。
こ
の
「
ダ
ン
ノ
ダ
イ
ラ
」
が

巻
向
山
か
ら
三
輪
山
へ
と
繋
が
る
尾
根
に
あ
る
。
現
段
階
で
、
筆
者
は

「
ダ
ン
ノ
ダ
イ
ラ
」
と
「
弓
月
が
嶽
」
が
同
一
な
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
。
と
す
る
と
、
応
仁
の
乱
で
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
穴
師
兵
主

神
社
が
「
ダ
ン
ノ
ダ
イ
ラ
」
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
秦
氏
の
居
住
地

で
あ
っ
た
可
能
性
が
で
て
く
る
。
野
見
宿
禰
が
秦
氏
の
系
譜
に
あ
る
こ

と
に
な
り
、
と
も
に
兵
主
を
祀
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
野

見
宿
禰
と
河
童
の
別
称
ひ
ょ
う
す
べ
（
兵
主
部
）
の
関
係
が
こ
こ
に
見

え
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
兵
主
を
祀
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ま

さ
に
兵
主
の
部
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

ま
た
、
こ
の
出
雲
を
流
れ
る
長
谷
川
に
は
秦
河
勝
の
名
前
の
由
来
に

関
し
て
と
て
も
興
味
深
い
逸
話
が
残
っ
て
い
る
。
長
谷
川
は
古
く
は
初

瀬
川
と
い
っ
た
が
、
こ
の
初
瀬
川
が
氾
濫
し
た
時
流
れ
て
き
た
赤
ん
坊

が
、
後
の
河
勝
で
あ
る
と
い
う
。
『
風
姿
花
伝
』
に
そ
れ
は
記
さ
れ
て

い
る
（23）

。
氾
濫
し
て
も
な
お
、
河
に
勝
っ
た
と
い
う
こ
と
で
そ
の
名
が

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
逸
話
が
史
実
だ
と
は
思
え
な
い
が
、
河
勝

が
秦
氏
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
長
谷
川
流
域

一
帯
を
秦
氏
が
抑
え
て
い
た
こ
と
の
可
能
性
は
高
く
な
っ
て
く
る
。 

 

Ⅲ 

零
落
す
る
水
神 

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
。
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
。 

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
条
で
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
、
明
ら
か
に
作
為
的
な

も
の
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
。 

七
二
〇
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
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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
（24）

。
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
。」
（25） 

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
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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
。 

 お
わ
り
に 

七
夕
は
、
現
在
、
日
本
で
は
彦
星
と
織
女
が
一
年
に
一
度
、
天
の
川

で
出
会
う
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
物
語
と
し
て
理
解
さ
れ
、
乞
巧
奠
と
し
て

女
性
の
針
仕
事
が
上
手
く
な
る
よ
う
祈
願
す
る
お
祭
り
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
彦
星
は
牛
を
引
い
て
お
り
、
原
像
と
し
て
の
祭
祀
の
主

役
は
実
は
彦
星
で
は
な
く
牽
牛
な
の
で
あ
る
。
牽
牛
の
牽
は
そ
も
そ
も

供
犠
と
し
て
の
意
味
が
あ
り
、
こ
の
場
合
、
牛
が
そ
れ
に
該
当
し
、
も

う
一
つ
の
主
役
が
織
女
そ
の
も
の
に
当
た
る
。
牛
と
織
女
を
供
犠
と
し

た
水
神
の
祭
祀
、
そ
れ
が
七
夕
の
原
像
な
の
で
あ
る
。
河
童
に
は
牛
馬

を
川
に
引
き
ず
り
込
む
性
分
が
あ
る
。
動
物
供
犠
を
求
め
る
こ
と
が
、

水
神
が
零
落
し
て
河
童
に
な
っ
た
後
も
残
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
一
方
の
人
身
犠
牲
に
つ
い
て
は
ど
う
な
の
か
。
尻
子
玉
を
抜

く
と
い
う
性
分
を
人
身
供
犠
と
し
て
考
え
て
も
よ
い
。
ま
た
、
『
日
本

書
紀
』
仁
徳
天
皇
十
一
年
に
は
河
泊
が
人
身
供
犠
と
し
て
求
め
る
が
失

敗
に
終
わ
る
話
も
記
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
人
身
供
犠
が

織
女
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
り
た
い
。
中
国
四
世
紀
東
晋
時
代
に
書
か

れ
た
と
さ
れ
る
『
捜
神
記
』
巻
一
四
に
は
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。 

そ
の
昔
、
あ
る
男
が
娘
と
飼
い
馬
を
置
い
て
遠
く
に
旅
に
出
る

事
に
な
っ
た
。
し
ば
ら
く
経
っ
て
も
父
親
が
帰
っ
て
こ
な
い
事
を

心
配
し
た
娘
は
馬
に
向
か
っ
て
「
も
し
、
お
前
が
父
上
を
連
れ
て

帰
っ
た
ら
、
私
は 

あ
な
た
の
お
嫁
さ
ん
に
な
り
ま
し
ょ
う
」
と

言
っ
た
。
す
る
と
、
馬
は
家
を
飛
び
出
し
、
父
親
を
探
し
当
て
て

連
れ
帰
っ
て
き
た
。
馬
の
様
子
が
お
か
し
い
事
に
気
付
い
た
父
親

が
娘
に
問
い
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、
事
情
を
知
っ
て
激
怒
し
た
父
親

は
馬
を
殺
し
、
皮
を
剥
い
だ
。
娘
は
馬
の
皮
を
蹴
り
な
が
ら
「
動

物
の
分
際
で
人
間
を
妻
に
し
よ
う
な
ど
と
考
え
る
か
ら
、
こ
の
よ

う
な
目
に
あ
う
の
よ
」
と
嘲
笑
し
た
。
す
る
と
、
そ
の
ま
ま
皮
全

体
で
娘
の
全
身
を
覆
い
つ
く
し
た
。
父
親
が
必
死
に
探
し
た
も
の

の
、
娘
ご
と
一
匹
の
蚕
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

こ
の
説
話
は
東
北
地
方
で
蚕
の
神
と
し
て
知
ら
れ
る
お
し
ら
様
誕

生
譚
と
類
似
し
て
い
る
。
そ
の
話
は
以
下
の
通
り
だ
。 

昔
、
あ
る
農
家
に
娘
が
お
り
、
家
の
飼
い
馬
と
仲
が
良
く
、
つ

い
に
は
夫
婦
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
娘
の
父
親
は
怒
り
、
馬
を
殺

し
て
木
に
吊
り
下
げ
た
。
娘
は
馬
の
死
を
知
り
、
す
が
り
つ
い
て

泣
い
た
。
す
る
と
父
は
さ
ら
に
怒
り
、
馬
の
首
を
は
ね
た
。
す
か

さ
ず
娘
が
馬
の
首
に
飛
び
乗
る
と
、
そ
の
ま
ま
空
へ
昇
り
、
お
し

ら
様
と
な
り
、
養
蚕
を
伝
え
た
と
い
う
。 

 

東
北
に
お
け
る
養
蚕
起
源
説
話
の
モ
チ
ー
フ
は
中
国
よ
り
伝
わ
っ

た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
養
蚕
は
絹
織
物
の
た

め
で
あ
り
、
二
つ
の
説
話
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
馬
の
死
と
娘
の
死

に
よ
っ
て
両
者
が
一
体
化
す
る
こ
と
が
養
蚕
つ
ま
り
絹
織
の
始
ま
り

に
な
る
と
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
は
七
夕
を
棚
機
と
も
い

う
。
そ
も
そ
も
織
女
の
登
場
が
養
蚕
と
の
関
係
を
物
語
っ
て
も
い
る
。 

 
養
蚕
起
源
説
話
の
モ
チ
ー
フ
と
ス
サ
ノ
オ
の
乱
暴
に
お
け
る
モ
チ

ー
フ
が
同
じ
で
あ
り
、
そ
れ
が
忌
み
嫌
わ
れ
る
行
為
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
の
は
、
律
令
国
家
建
設
の
た
め
、
そ
れ
ま
で
の
大
陸
か
ら
の
影
響

を
排
除
し
て
い
く
目
的
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
『
日
本
書
紀
』
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で
は
養
蚕
起
源
に
つ
い
て
は
別
の
神
話
が
用
意
さ
れ
、
中
国
由
来
の
説

話
は
ケ
ガ
レ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
河
童
伝
承
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
残
さ
れ
て
い
て
、

そ
れ
が
た
と
え
ケ
ガ
レ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
リ
ア

リ
テ
ィ
を
感
じ
、
生
活
を
維
持
す
る
根
拠
と
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
な

こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。 
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献
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史
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、
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民
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」
ち
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ま
文
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、
一
九
八
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年
、
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一
刷
。 

(13) 

石
田
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新
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駒
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考
』
岩
波
文
庫
、
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九
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年
、
第
三
刷
、
二
四
〇
頁
。 

(14) 

石
川
純
一
郎
『
新
版
河
童
の
世
界
』
、
時
事
通
信
社
、
一
九
八
九
年
、
七
八
頁
。 

(15) 

前
田
憲
二
『
渡
来
の
祭
り
渡
来
の
芸
能
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
四
七
頁
。 

(16) 

本
稿
で
は
、
毛
利
龍
一
「
河
童
を
ヒ
ョ
ウ
ス
ベ
と
謂
う
こ
と
」
『
郷
土
研
究 
第
二
冊
』
、
名
著
出
版
、
昭
和
五
〇
年
の
論
考
を
中
心
に
扱
っ
て

い
る
の
で
、
そ
の
論
考
で
引
用
さ
れ
て
い
る
文
を
要
約
し
て
い
る
。 

(17) 

毛
利
龍
一
「
河
童
を
ヒ
ョ
ウ
ス
ベ
と
謂
う
こ
と
」
『
郷
土
研
究 

第
二
冊
』
、
名
著
出
版
、
昭
和
五
〇
年
、
四
一
三
頁
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(18) 
宇
治
谷
孟
『
日
本
書
紀
（
上
）
全
現
代
語
訳
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
四
年
、
一
四
一
頁
に
記
載
さ
れ
る
現
代
語
訳
を
参
考
に
要
約
し
た
。 

(19) 
宇
治
谷
孟
『
日
本
書
紀
（
下
）
全
現
代
語
訳
』
講
談
社
学
術
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庫
、
一
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三
年
、
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頁
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代
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千
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前
掲
書 

一
一
二
頁
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(21) 

千
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前
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書 

一
一
五
頁
。 

(22) 

千
田
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鬼
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の
鎮
魂
歌
』
学
習
研
究
社
、
一
九
九
〇
年
、
一
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六
頁
。 

(23) 

世
阿
弥
『
風
姿
花
伝
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
年
、
六
三
頁
。 

(24) 

中
村
喬
『
中
国
の
年
中
行
事
』
、
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
、
一
六
三
～
一
六
九
頁
。 

(25) 

宇
治
谷
孟
『
日
本
書
紀
（
上
）
全
現
代
語
訳
』
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
四
年
、
三
四
～
四
三
頁
に
記
載
さ
れ
る
現
代
語
訳
を
参
考
に
要

約
し
た
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Exploring a reality of Kappa 
- what lies beneath sumo-loving of Kappa- 

 
TAKEMURA Masaya 

 
 

During the Meiji Period, there was a philosopher named Enryo Inoue, who 
was known as a doctor of specter. He established a school called ‘tetsugakukan’ 
which was the precursor of Toyo University and he taught a course in 
spectrology. He had carried out a detailed study as a doctor of specter of a 
different type of specters and its phenomenon.  

We may expect that Inoue had difinitely given a favorable review on a 
specter being since he had earnestly carried out a study.  However Inoue had 
concluded that a specter being and a deal of superstition around a specter would 
distance people from the attainment of the truth. Rather, Inoue gave particular 
attention in promoting scientific analysis of unnatural phenomenon around a 
specter. 

Meanwhile, Inoue had widen his sphere of knowledge in terms of results and 
authored several books such as “Yokaigaku” and “Yokaigaku-kogi”.  

In the Meiji Period, Inoue had tried to root out many of its unnatural and 
opaque phenomenon and a deal of superstition since Japan was facing an age of 
modern.   

However, it was hard to say his attempt was successful. Kunio Yanagida 
had taken over its productive research and had put a critical opinion to Inoue by 
using a term ‘a folk belief’ rather than ‘superstitions’. Yanagida’s study was 
emphasized on the mind condition of which they believe a specter being and a 
deal of superstition around a specter. It may be called a ‘reality’.   

In exploring some phenomenon and one’s experience in an analogous 
pattern, we are sometimes seized by a sudden temptation to draw causal 
inference which is far from it’s scientific analysis, it is especially so given that they 
happen in a different time and place with something a little out of the ordinary.To 
concluede that it is not worthy of belief because of a lack of its scientific 
foundation is a sophistical argument. Once we have relished the texture of its 
experience into our body, it lingers at the back of our mind and body. We cannot 
deny the fact that unnatural and opaque phenomenon and a deal of superstiton 
which lack of scientific phenomenon has produced traditional folkways by being a 
reality of a phenomenon and a linger.    To exploring a reality of Kappa 
particulary through the position of a specter being and its folways is the main 
purpose of this study. 
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Kappa is filled with a variety of character portraits. Pulling cattles deep under 
water, bestowing wealth, teaching the secret of arcanum, Kappa likes cucumbers 
and hate iron and Buddhism. Kappa always waits for a chance of Sumo. Kappa 
pulls humans under water and pick their ‘shirikodama’ and ‘kimo’.‘Shirikodama ’ 
is the ball imagined to be around the anus of humans. It is also said that the one 
who got out of the trouble sometimes became insane after seeing Kappa.   

Kappa also tends to be lured into fire. As stated above, these are a variety of 
character portraits of Kappa. Pulling cattles deep under water is estimated to be 
‘amagoi’ and waiting for a chance of Sumo is for praying fertility. This study also 
mentions ‘God of water’ was ruined into Kappa in order to maintain the authority, 
and it led to create discrimination among people. 
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