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宮
沢
賢
治

『土
神
と
き

つ
ね
』
論

―
―
樺
の
木
の
存
在
を
視
座
と
し
て
―
―

一
、
語
り
手
の
枠
を
越
え
て

『
土
神
と
き

つ
ね
』
の
物
語
は

一
本
の
女
の
樺
の
本
と
、
土
神
と
狐
と
い

う
二
人
の
男
た
ち
の
関
係
を
め
ぐ
る
物
語
で
あ
る
。
こ
の
物
語
の
冒
頭
の
章

で
、
語
り
手
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

こ
の
木
に
二
人
の
友
達
が
あ
り
ま
し
た
。　
一
人
は
丁
度
五
百
歩
ば
か

り
離
れ
た
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
の
谷
地
の
中
に
住
ん
で
ゐ
る
土
神
で

一
人
は

い
つ
も
野
原
の
南
の
方
か
ら
や
っ
て
来
る
茶
い
ろ
の
狐
だ

っ
た
の
で
す
。

樺
の
木
は
ど
ち
ら
か
と
云

へ
ば
狐
の
方
が
す
き
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら

土
神
の
方
は
神
と
い
ふ
名
こ
そ
つ
い
て
は
ゐ
ま
し
た
が
ご
く
乱
暴
で
髪

も
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
木
綿
糸
の
東
の
や
う
眼
も
赤
く
き
も
の
だ

っ
て
ま
る
で

わ
か
め
に
似
、
い
つ
も
は
だ
し
で
爪
も
黒
く
長
い
の
で
し
た
。
と
こ
ろ

が
狐
の
方
は
大

へ
ん
に
上
品
な
風
で
滅
多
に
人
を
怒
ら
せ
た
り
気
に
さ

わ
る
や
う
な
こ
と
を
し
な
か

っ
た
の
で
す
。

語
り
手
は
こ
の
物
語
を
語
り
始
め
る
に
あ
た

っ
て
、
ヨ

人
は
～
、　
一
人
は

西

村

　

真

由
　
美

～
」
「
土
神
の
方
は
～
、
狐
の
方
は
～
」
と
い
う
並
列
の
表
現
を
用
い
、
土

神
と
狐
を
悉
く
対
比
さ
せ
て
語

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
語
り
手
は
次
の
よ
う

に
も
述
べ
る
。

た
ゞ
も
し
よ
く
よ
く
こ
の
二
人
を
く
ら
べ
て
見
た
ら
土
神
の
方
は
正
直

で
狐
は
少
し
不
正
直
だ

っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

こ
の

一
文
か
ら
は
、
語
り
手
が
土
神
と
狐
を

「
く
ら
べ
」
、
対
比
さ
せ
る
視

点
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
汚
い
土
神
と
綺
麗
な
狐
の
外
見
に

つ
い
て
言
及
し
た
直
後
に
こ
う
語
る
語
り
手
は
、
あ
た
か
も
、
外
見
こ
そ
汚

い
が
実
は
土
神
の
方
が
内
面
的
に
優
れ
て
い
る
の
だ
、
と
土
神
に
肩
入
れ
し

て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
実
際
そ
の
後
に
語
ら
れ
て
い
く
物

語
内
容
が
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
こ
と
は
、
自
明
で
あ
ろ
う
。
嘘

つ
き
の
狐

に
も
、
「，あ

ゝ
僕
は
ほ
ん
た
う
に
だ
め
な
や

つ
だ
。
」
と
自
省
す
る
姿
が
描
き

こ
ま
れ
て
お
り
、
単
な
る

「
不
正
直
」
で
終
わ
ら
な
い
哀
れ
さ
が
付
さ
れ
て

い
る
上
、
語
り
手
の
い
う
土
神
の

「
正
直
」
さ
も
、　
一
体
何
を
さ
し
て

「
正

直
」
な
の
か
は
非
常
に
不
明
瞭
で
あ
る
。
「土
神
の
方
は
正
直
で
狐
は
少
し



不
正
直
」
と
い
う

〈読
み
〉
の
指
針
の
よ
う
な
も
の
を
語
り
手
が
示
す
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
読
後
に
、
そ
れ
が
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
だ

っ
た
と
思
う
読
み

手
は
ほ
ぼ
い
な
い
に
等
し
い
だ
ろ
う
。

が
、
語
り
手
の

「
く
ら
べ
」
る
と
い
う
姿
勢
は
、
読
者
の

〈読
み
〉
に
少

な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
る
よ
う
だ
。
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
土
神
と
狐
の

二
者
を
比
較
し
、
そ
の
対
比
を
読
む
と
い
う
姿
勢
は
色
濃
い
も
の
と
な

っ
て

い
る
。
小
沢
俊
郎
氏
は
、
「
土
神
と
狐
」
の
主
題
を
、
僕
は
二
つ
あ
る
と
見

て
い
る
。　
一
つ
は
嫉
妬
の
問
題
で
あ
り
、
他
の

一
つ
は
都
会
と
田
舎
の
問
題

で
あ
る
。
」
と
述

べ
、
狐
に
都
会
、
土
神
に
田
舎
と
い
う
対
比
的
な
要
素
を

読
み
取

っ
て
い
る
。
小
森
陽

一
氏
は
土
神
を

「近
代
日
本
か
ら
の
逸
脱
者
」
、

狐
を

「
「近
代
」
を
表
象
す
る
存
在
」
と
し
、
〈前
近
代
〉
と

〈近
代
〉
と
い

う
視
点
か
ら
の
対
比
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
松
田
司
郎
氏
が

「
人
々

か
ら
忘
れ
ら
れ
、
想
い
を
寄
せ
る
娘

（樺
の
木
）
か
ら
疎
ん
じ
ら
れ
、
そ
の

娘
が
近
代
の
象
徴
で
あ
る
狐
を
選
ん
だ
こ
と
に
よ

っ
て
負
わ
さ
れ
た
土
神
の

悲
し
さ
は
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。
」
と
述
べ
る
の
も
小
森
氏
と
同
様
の
解

釈
が
根
底
に
あ
る
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
〈
田
舎
〉
・
〈前
近
代
〉
的
な
土
神
と
、

〈都
会
〉
・
〈近
代
〉
的
な
狐
と
い
う
よ
う
に
対
比
さ
れ
る
二
者
の
う
ち
、
樺

の
木
が
狐
を
選
ぶ
話
、
と
い
う
読
み
が
多
く
見
ら
れ
る
の
も
、
こ
の
語
り
手

の

〈土
神
と
狐
を
対
比
さ
せ
る
〉
と
い
う
姿
勢
が
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
語
り
手
の
強
調
す
る

一
方
向

の
み
を
読
み
取
る
こ
と
に
停
ま

っ
て
は
、
物
語
の
広
が
り
を
見
失
う
こ
と
に

な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

先
行
研
究
に
も
多
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
先
に
挙
げ
た
本
文
に
限
ら
ず
、

二
者
に
は
多
く
の
二
項
対
立
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
き
も
の
だ

っ

て
ま
る
で
わ
か
め
に
似
、
い
つ
も
は
だ
し
で
爪
も
黒
く
長
い
」
と
い
う
汚
い

着
物
の
土
神
に
対
し
て
、
狐
は

「仕
立
て
お
ろ
し
の
紺
の
背
広
」
に

「赤
革

の
靴
」
と
い
う
綺
麗
な
洋
装

で
あ
る
。
ま
た
、
土
神
が
や

っ
て
く
る
の
は

「東
北
の
方
」
で
、
土
神
が
嫉
妬
心
に
耐
え
き
れ
ず
逃
げ
去
る
方
向
も

「
北

の
方
」
と
な

っ
て
い
る

一
方
、
狐
は

「
い
つ
も
野
原
の
南
の
方
か
ら
や

っ
て

来
る
」
の
で
あ

っ
て
、
南
北
の
対
比
性
も
付
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
狐
が

樺

の
木

の
も
と
に
や

っ
て
く
る
の
は

「夏

の
は
じ
め
の
あ
る
晩
」
「
も
う

す

っ
か
り
夜
」
と
い
う
よ
う
に
ほ
ぼ
常
に
夜
で
あ
り
、
話
題
と
し
て
も

「
蠍

ぼ
し
」
と
い
っ
た
星
の
話
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、　
一
方
、
土
神
は

「朝
日

を
い

っ
ぱ
い
に
浴
び
て
」
登
場
じ
、
「天
道
と
い
ふ
も
の
は
あ
り
が
た
い
も

ん
だ
」
と
太
陽
を
話
題
に
し
て
い
る
。
次
の

一
文
で
も
、
土
神
と
太
陽

。
日

光
が
密
接
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

土
神
は
日
光
を
受
け
て
ま
る
で
燃
え
る
や
う
に
な
り
な
が
ら
高
く
腕

を
組
み
キ
リ
キ
リ
歯
噛
み
を
し
て
そ
の
辺
を
う
ろ
う
ろ
し
て

（以
下

略
）

こ
こ
に
も
、
土
神
に
は

〈朝
〉
・
〈太
陽
〉
、
狐
に
は

〈夜
〉
・
〈星
〉
と
い
う

対
比
が
み
て
と
れ
る
。

し
か
し
、
彼
ら
が
持

つ
の
は
こ
う
い
っ
た
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
だ
け
で
は
な
い

こ
と
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
あ

ゝ
僕
は
た

っ
た

一
人
の
お
友
達
に
ま

た

つ
い
嘘
を
云

っ
て
し
ま

っ
た
。
あ
ゝ
僕
は
ほ
ん
た
う
に
だ
め
な
や
つ
だ
。
」

と
い
う
狐
と
、
「
あ
ゝ
つ
ら
い
つ
ら
い
」
「
け
れ
ど
も
そ
の
お
れ
と
い
ふ
も
の

は
何
だ
結
局
狐
に
も
劣

っ
た
も
ん
ぢ
ゃ
な
い
か
、　
一
体
お
れ
は
ど
う
す
れ
ば



い
ゝ
の
だ
」
と
い
う
土
神
は
、
と
も
に
煩
間
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
点
で
共

通
し
て
い
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
場
面
で
、
狐
と
土
神
両
者

に

〈高
く
腕
を
組
む
〉
と
い
う
ポ
ー
ズ
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ

２つ
。①

狐
は
又
鷹
揚
に
笑

っ
て
腕
を
高
く
組
み
ま
し
た
。
詩
集
は
ぷ
ら
ぶ
ら
し

ま
し
た
が
な
か
な
か
そ
れ
で
落
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
星
に
橙
や
青
や
い
ろ
い
ろ
あ
る
訳
で
す
か
。
そ
れ
は
斯
う
で
す
。
（以

下
略
と

②

「狐
な
ん
ぞ
に
神
が
物
を
教
は
る
と
は

一
体
何
た
る
こ
と
だ
。
え
い
。
」

（中
略
）
土
神
は
歯
を
き
し
き
じ
噛
み
な
が
ら
高
く
腕
を
組
ん
で
そ
こ

ら
を
あ
る
き
ま
は
り
ま
し
た
。

③

「
し
か
し
な
が
ら
人
間
ど
も
は
不
届
だ
。
（中
略
と

土
神
は
日
光
を
受

け
て
ま
る
で
燃
え
る
や
う
に
な
り
な
が
ら
高
く
腕
を
組
み
キ
リ
キ
リ
歯

噛
み
を
し
て
そ
の
辺
を
う
ろ
う
ろ
し
て

（以
下
略
）

①
で

「腕
を
高
く
組
」
ん
だ
狐
は
、
星
に
様
々
な
色
が
あ
る
の
は
な
ぜ
か
と

い
う
樺
の
木
の
問
い
に
は

っ
き
り
と
答
え
ら
れ
ず
、
「
だ
け
ど
そ
れ
は
今
度

に
し
ま
せ
う
。
」
と
お
茶
を
濁
し
て
帰

っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
②

で
は
、
分

か
ら
な
い
こ
と
を
狐
に
聞
い
て
み
て
は
と
い
う
樺
の
木
に
、
神
の
自
分
が
狐

に
な
ど
聞
く
こ
と
は
な
い
、
と
見
栄
を
張
る
と
き
、
土
神
が

「高
く
腕
を
組

ん
で
」
い
る
。
③
で
は
、
人
間
た
ち
に
忘
れ
ら
れ
祭
ら
れ
な
く
な

っ
た
土
神

が
、
神
と
し
て
の
沿
持
か
ら
自
分
の
力
を
誇
示
し
よ
う
と
す
る
場
面
で
あ
る
。

①
で
狐
は

「
鷹
揚
に
笑
」
い
、
②
で
土
神
は

「歯
を
き
し
き
し
噛
」
む
。
表

面
的
に
見
て
取
れ
る
二
者
の
様
子
は
、
非
常
に
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
し
、

本
当
は
で
き
な
い
の
に
で
き
る
か
の
よ
う
に
無
理
を
し
て
振
る
舞
う
時
、
両

者
に
は

〈高
く
腕
を
組
む
〉
と
い
う
ポ
ー
ズ
が
共
通
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
共
通
性
は
土
神
と
狐
が
た
だ
対
比
的
の
み
な
存
在
な
の
で
は
な
い
こ
と

を
裏
付
け
る
。

大
沢
正
善
氏
も

「
こ
と
ご
と
く
に
対
立
す
る
二
つ
の
個
性
と
は
、
見
方
を

変
え
れ
ば

一
つ
の
調
和
し
た
全
体
の
分
裂
し
た
二
面
を
暗
示
す
る
だ
ろ
う
。
」

と
し
た
上

で
、
「土
神
は
ひ
と
り
の

「
修
羅
」
な
の
だ
。
そ
れ
な
ら
ば
、
同

じ
荒
廃
と
空
虚
を
か
か
え
た
狐
も
ひ
と
り
の

「
修
羅
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
」

と
、
そ
の
共
通
性
に
ふ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、　
一
方

で
、
「土
神
は
乱
暴
で

貧
相
で
正
直
で
厳
粛
な
理
想
家
で
旧
時
代
の
知
を
順
守
す
る
存
在
で
あ
り
、

狐
は
上
品
で
親
切
で
不
正
直
で
虚
構
の
夢
想
家
で
新
時
代
の
知
を
追
及
す
る

存
在
で
あ
る
。
」
と
、
両
者
を

〈
旧
〉
と

〈新
〉
と
い
う
対
比
で
捉
え
て
い

る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
、
冒
頭
で
語
り
手
が
強
調
す
る
、
土
神

と
狐
の
対
比
と
い
う
枠
組
に
と
ら
わ
れ
ず
に
テ
ク
ス
ト
の
細
か
な
記
述
に
も

目
を
配

っ
た
と
き
、
こ
の
作
品
に
新
た
な

一
面
を
見
い
だ
す
こ
と
が
可
能
と

な
る
の
で
は
な
い
か
。
本
論
は
、
土
神
や
狐
に
比
べ
て
従
来
軽
視
さ
れ
が
ち

で
あ

っ
た
樺
の
木
の
存
在
や
、
テ
ク
ス
ト
の
細
か
な

〈
こ
と
ば
〉

へ
の
着
目

に
よ
り
、
従
来
の
読
解
と
は
異
な
る
見
解
を
提
示
し
、
そ
の
上
で
樺
の
木
と

い
う
女
性
像
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
。

二
、
土
を
忘
れ
る
樺
の
本
―
樺
の
木

・
土
神

・
狐
の
同
質
性
―

樺

の
木

に
つ
い
て
大
沢
氏
は
、
「
樺

の
木
は

「
青
」
で
徴
し
づ
け
ら
れ
、

「青
い
葉
を
き
ら
き
ら
と
動
か
し
」
た
り

「顔
い
ろ
を
変

へ
て
日
光
に
青
く



す
き
と
ほ
り
せ
は
し
く
せ
は
し
く
ふ
る
へ
」
た
り
す
る
。
清
純
な
女
性
的
魅

力
を
想
起
さ
せ
る
。
」
と
し

て
い
る
。
確
か

に
、
「
そ

っ
と
返
事
」
を
し
、

「全
く
さ
う
で
す
わ
。
」
と

「
し
づ
か
」
に
答
え
、
「
や
さ
し
い
声
」
の

「
一

本
の
奇
麗
な
女
の
樺
の
木
」
の
姿
は
、
非
常
に
柔
和
で
も
の
静
か
な
女
性
像

と
し
て
読
者
の
目
に
う

つ
る
。　
一
方
で
大
塚
常
樹
氏
は
、
樺
の
木
が
山
桜
を

し
め
す
東
北
方
言
で
あ
る
こ
と
に
ふ
れ
た
後
、
「賢
治
は
い
く

つ
か
の
テ
ク

ス
ト
で
、
同
時
代
の
萩
原
朔
太
郎
や
室
生
犀
星
、
梶
井
基
次
郎
ら
の
詩
人
た

ち
と
同
様
、
桜
を
性
的
な
植
物
と
し
て
描
き
出
す

（『春
』
コ
或
る
農
学
生

の
日
誌
と

『
小
岩
井
農
場
』
な
ど
）
か
ら
、
『
土
神
と
き

つ
ね
』
も

《性
意

識
》
を
扱

っ
た
テ
ク
ス
ト
」
で
あ
り
、
「
単
純
に
、
樺
に

《無
垢
性
》
を
読

み
取
る
こ
と
は
誤
読
以
外

の
何
も
の
で
も
な
い
。
」
と
、
異
論
を
呈
し
て
い

る
。
本
論
で
は
ま
ず
、
樺
の
本
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た

っ
て
、
こ
の
女
性

が

〈木
〉
と
し
て
設
定
さ
れ
た
こ
と
に
着
目
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

「
た
と

へ
ば
だ
ね
、
草
と
い
ふ
も
の
は
黒
い
土
か
ら
出
る
の
だ
が
な
ぜ

か
う
青
い
も
ん
だ
ら
う
。
黄
や
自
の
花
さ
へ
咲
く
ん
だ
。
ど
う
も
わ
か

ら
ん
ね
え
。
」

「
そ
れ
は
草
の
種
子
が
青
や
白
を
も

っ
て
ゐ
る
た
め
で
は
な
い
で
ご
ざ

い
ま
せ
う
か
。
」

「
さ
う
だ
。
ま
あ
さ
う
云

へ
ば
さ
う
だ
が
そ
れ
で
も
や

っ
ぱ
り
わ
か
ら

ん
な
。
た
と

へ
ば
秋
の
き
の
こ
の
や
う
な
も
の
は
種
子
も
な
し
全
く
土

の
中
か
ら
ば
か
り
出
て
行
く
も
ん
だ
、
そ
れ
に
も
や
っ
ぱ
り
赤
や
黄
い

ろ
や
い
ろ
い
ろ
あ
る
、
わ
か
ら
ん
ね
え
。
」

「狐
さ
ん
に
で
も
聞
い
て
見
ま
し
た
ら
い
か
ゞ
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
」

樺
の
木
は
う

っ
と
り
昨
夜
の
星
の
は
な
し
を
お
も

っ
て
ゐ
ま
し
た
の
で

つ
い
斯
う
云

っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

本
は
土
か
ら
生
え
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
樺
の
木
は
土
神
の
恩
恵

で
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
証
に
、
樺
の
木
は

「
ご
ざ
い
ま

す
」
と
い
う
丁
重
な
言
葉
遣

い
で
土
神

に
接
し
て
お
り
、
狐
に
対
し
て
の

「
惑
星
、
恒
星

っ
て
ど
う
い
ふ
ん
で
す
の
。
」
と
い
っ
た
言
葉
遣
い
と
は
差
が

み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
土
神
の
疑
間
に
対
し
て

「
狐
さ
ん
に
で
も
聞
い
て
見

ま
し
た
ら
い
か
ゞ
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
樺
の
木
が
、

自
分
の
命

の
源
の
土
の
神

で
あ
る
土
神
よ
り
、
狐
の
ほ
う
を
優
秀
だ
と
お

も

っ
て
お
り
、
土
神
の
能
力
を
認
め
て
は
い
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま

た
傍
線
部
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
話
題
は
土
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ

る
が
、
木
と
し
て
土
に
生
え
て
い
る
は
ず
の
樺
の
本
が
、
そ
れ
に
ま

つ
わ
る

話
に
興
味
は
な
く
、
「
昨
夜
の
星
の
は
な
し
」
を

「
う

っ
と
り
」
お
も

っ
て

い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
ま
た
、
樺
の
木
に
付
さ
れ
た
方
角
も
見
逃
せ
な
い

も
の
で
あ
る
。

一
本
木
の
野
原
の
、
北
の
は
づ
れ
に
、
少
し
小
高
く
盛
り
あ
が

っ
た
所

が
あ
り
ま
し
た
。
い
の
こ
ろ
ぐ
さ
が
い
っ
ぱ
い
に
生
え
、
そ
の
ま
ん
中

に
は

一
本
の
奇
麗
な
女
の
樺
の
木
が
あ
り
ま
し
た
。

先
ほ
ど
、
土
神
が
北
、
狐
が
南
か
ら
や

っ
て
く
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
と
い
う
対
比
性
を
確
認
し
た
が
、
樺
の
木
は

「
野
原
の
北
の
は
づ
れ
」
に

あ
る
の
だ
。
土
か
ら
生
え
、
方
角
的

に
も
土
神

の
北
に
近
い

「
北
の
は
ず

れ
」
に
あ
る
樺
の
木
が
、
南
の
狐
の
持

っ
て
く
る
詩
集
や
星
の
話
に
う

っ
と
　

７

り
と
魅
か
れ
て
い
る
こ
と
に
、
こ
の
物
語
の
大
き
な
鍵
が
あ
る
の
で
は
な
い
　

６



カ

従
来
、
土
神
は

「前
近
代
」
や

〈
旧
〉
な
る
も

の
、
狐
は

「近
代
」
や

〈新
〉
な
る
も
の
の
象
徴
と
い
う
対
比
性
が
多
く
の
注
目
を
集
め
て
き
た
。

し
か
し
こ
こ
で
改
め
て
留
意
す
べ
き
な
の
は
、
土
神
自
身
も
ま
た
、
新
し
い

も
の
、
新
文
化
的
な
も
の
に
魅
力
を
感
じ
て
し
ま

っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
土
神
は

「
お
れ
は
い
や
し
く
も
神
ぢ
ゃ
な
い
か
」
と
繰
り
返
す
が
、

狐
の
話
を
立
ち
聞
き
し
、
「
あ

っ
ち
の
隅
に
は
顕
微
鏡
こ
っ
ち
に
は

ロ
ン
ド

ン
タ
イ
ム
ス
、
大
理
石
の
シ
ィ
ザ
ア
が
」
こ
ろ
が
る
と
い
う
狐
の
書
斎
の
話

を
盗
み
聞
き
す
る
と
、
土
神
は

「狐
の
言

っ
て
ゐ
る
の
を
聞
く
と
全
く
狐
の

方
が
自
分
よ
り
は
え
ら
い
」
と
捉
え
て
し
ま
う
。
土
に
生
え
る
樺
の
木
が
土

の
話
よ
り
も
狐
の
運
ん
で
く
る
新
文
化
を
好
ん
だ
よ
う
に
、
土
の
神
た
る
土

神
ま
で
も
が
、
「
顕
微
鏡
」
や

「
ロ
ン
ド
ン
タ
イ
ム
ス
」
の
方
に
価
値
を
見

出
し
て
し
ま
う
の
だ
。
ま
た
、
狐
の
存
在
も
、
あ
く
ま
で

〈野
原
の
狐
〉
と

設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
物
語
最
終
場
面
で
、
狐

の
巣
穴
は

「
が
ら
ん
と
」
し
た
た
だ
の
穴
で
、
狐
の
言

っ
て
い
た
望
遠
鏡
や

大
理
石
の
シ
ー
ザ
ー
は
全
て
嘘
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
が
、
狐
と
い

う
存
在
は

〈近
代
〉
と
い
っ
た
新
時
代
の
表
象
と
い
う
よ
り
は
、
野
原
の
狐

と

い
う
古
く
か
ら
自
然

に
生
息
し

て
き
た

〈
旧
〉
的
存
在

の
中

に
あ
る

〈新
〉
な
る
も
の
へ
の
憧
れ
の
心
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
物
語

は
、
土
神
が
前
近
代
性
を
、
狐
が
近
代
性
を
象
徴
し
、
樺
の
本
が
狐
を
選
ぶ

話
と
し
て
で
は
な
く
、
自
然
の
中
の
も
の
で
あ
る
樺
の
木
、
狐
、
土
神
と
い

う
三
者
が
三
者
と
も
、
自
分
た
ち

の
生
き
る
べ
き
は
ず
の
世
界
よ
り
も

〈新
〉
な
る
も
の
に
魅
か
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
。

三
、
変
化
し
な
い
樺
の
木

土
神
と
狐
と
樺
の
木
に
は
同
質
性
が
あ
る
と
二
章
に
お
い
て
述
べ
た
が
、

で
は
、
三
者
は
全
く
同
質
な
の
か
と
い
う
と
、
当
然
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の

三
者
の
関
係
を
さ
ら
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

先
ほ
ど
も
触
れ
た
よ
う
に
、
土
神
と
狐
は
対
比
的
な
面
を
付
さ
れ
な
が
ら

も
、
共
に
煩
悶
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
、

狐
は
嘘
を

つ
き
続
け
て
い
る
自
分
に
、
土
神
は
神
ら
し
か
ら
ぬ
自
分
に
悩
み

を
抱
い
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
二
者
は
、
そ
ん
な
自
分
を
変
え
た
い
と
も

思

っ
て
い
た
。
「
あ
と
で
す

っ
か
り
本
統
の
こ
と
を
云

っ
て
し
ま
は
う
」
と

狐
は
思

っ
て
い
た
し
、
土
神
も

「
自
分
で
自
分
を
責
め
」
て
い
た
。
こ
の
二

者
は
自
分
自
身
の
内
面
に
関
す
る
煩
悶
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
で
は
、

樺
の
木
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
彼
女
が
土
神
と
接
す
る
時
、
「
お
ろ
お
ろ
声
」

で
あ

っ
た
り
、
「
な
ん
だ
か
少
し
困

っ
た
や
う
」
で
あ

っ
た
り
、
「
ぷ
る
ぷ
る

ふ
る
え
」
る
と
い
っ
た
描
写
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

も
土
神
に
対
し
て
の
恐
れ
と
い
う
感
情
で
し
か
な
く
、
樺
の
木
が
自
分
自
身

に
対
し
て
悩
ん
で
い
る
様
子
は

一
切
み
ら
れ
な
い
。
秋
に
な

っ
て
、
穏
や
か

に
改
心
し
た
土
神
の

「
今
年
の
夏
か
ら
実
に
い
ろ
い
ろ

つ
ら
い
目
に
あ

っ
た

の
だ
が
や

っ
と
今
朝
か
ら
に
は
か
に
心
持
ち
が
軽
く
な

っ
た
。
」
と
い
う
言

葉
に
対
し
て
、
「
な
ぜ
か
そ
れ
が
非
常
に
重
苦
し
」
く
て
返
事
し
か
ね
る
と

い
う
樺
の
木
の
姿
が
描
か
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
土
神
や
狐
の
自
己

へ
の
煩

悶
と
同
じ
レ
ベ
ル
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
点
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
対
比
的



存
在
な
の
は
土
神
と
狐
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
樺
の
木
と
い
う

一
人
の
女

性
と
、
土
神
と
狐
の
二
人
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。

こ
こ
で
、
樺
の
木
の
持

つ
一
つ
の
特
徴
に
注
目
し
た
い
。
冒
頭
部
に
あ
る
、

次
の
記
述
を
み
て
み
よ
う
。

そ
れ
は
そ
ん
な
に
大
き
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
幹
は
て
か
て
か
黒

く
光
り
、
枝
は
美
し
く
伸
び
て
、
五
月
に
は
白
い
花
を
雲
の
よ
う
に
つ

け
、
秋
は
黄
金
や
紅
や
い
ろ
い
ろ
の
葉
を
降
ら
せ
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、
樺
の
本
は
五
月
に
は
白
い
花
を

つ
け
、
秋
に
は
紅
葉
が
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
こ
の
作
品
の
中
で
は
、
五
月
で
あ

っ
て

も
そ
の
時
樺

の
木
が
咲
か
せ
て
い
る
は
ず
の
白
い
花
は
描
か
れ
ず
、
秋
に

な

っ
て
も
紅
葉
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

・
夏
の
は
じ
め
の
あ
る
晩
で
し
た
。
樺
に
は
新
し
い
柔
ら
か
な
葉
が
い
っ

ぱ
い
に
つ
い
て
い
ゝ
か
ほ
り
が
そ
こ
ら
中
い
っ
ぱ
い
、
（以
下
略
）

。
樺
の
木
は
何
だ
か
少
し
困

っ
た
や
う
に
思
ひ
な
が
ら
そ
れ
で
も
青
い
葉

を
き
ら
き
ら
と
動
か
し
て
土
神
の
来
る
方
を
向
き
ま
し
た
。

こ
こ
で
は

「
夏
の
は
じ
め
」
の
出
来
事
が
描
か
れ
る
が
、
土
神
が

「
今
日
は

五
月
三
日
」
と
い
っ
て
い
る
と
お
り
、
季
節
は
五
月
の
は
ず
で
あ
る
。
が
、

こ
こ
で
見
ら
れ
る
樺
の
木
の
描
写
に
は

一
切

「白
い
花
」
は
描
か
れ
ず
、
そ

の
葉
の
青
さ
の
み
が
描
か
れ
て
い
る
。
秋
の
樺
の
本
の
描
写
に
も
ま
た
、
同

様
の
こ
と
が
い
え
る
。

そ
の
う
ち
た
う
た
う
秋
に
な
り
ま
し
た
。
樺
の
木
は
ま
だ
ま

っ
青
で
し

た
が
そ
の
辺
の
い
の
こ
ろ
ぐ
さ
は
も
う
す

っ
か
り
黄
金
い
ろ
の
穂
を
出

し
て
風
に
光
り
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
す
ゞ
ら
ん
の
実
も
赤
く
熟
し
ま
し
た
。

春
も
秋
も
、
常
に
樺
の
木
は
青
い
ま
ま
で
あ
る
。　
一
方
で
、
い
の
こ
ろ
ぐ
さ

は
夏
に
出
し
た
緑
の
穂
を

「黄
金
い
ろ
」

へ
と
変
化
さ
せ
て
い
る
。
大
塚
氏

も

「
《聖
な
る
黄
金
》
は
太
陽
光
に
代
表
さ
れ
る
輝
か
し
い

《光
》
と
結
び

つ
い
て
お
り
、
そ
れ
は
仏
教
に
お
い
て
光
で
比
喩
さ
れ
る

《如
来
》
の
身
体

記
号

（
三
十
二
相
の

「
金
色
の
相
し

と
も
結
び

つ
い
て
い
る
。
」
と
指
摘
す

る
よ
う
に
、
賢
治
作
品
で
の
黄
金
色
は
特
別
な
意
味
を
帯
び
て
い
る
。
そ
れ

は
、
『
ひ
か
り
の
素
足
』
で

「
立
派
な
人
」
が
登
場
す
る
と
き

「赤
い
薦
璃

の
野
原
の
は
づ
れ
が
ぼ
う

っ
と
黄
金
い
ろ
に
」
な
る
こ
と
や
、
ま
た

『
二
十

六
夜
』
で
員
の
子
が
死
ぬ
時
、
「金
い
ろ
の
立
派
な
人
」
が
乗

っ
た

「
不
思

議
な
黄
金
の
船
」
が
迎
え
に
来
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
い
の
こ
ろ
ぐ

さ
は
秋
に
な

っ
て

《聖
な
る
黄
金
》

へ
と
変
化
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
春

に
は
花
を

つ
け
、
秋
に
な
れ
ば

「
黄
金
」
や

「
紅
」
に
紅
葉
す
る
は
ず
の
樺

の
木
は
あ
く
ま
で
も

「
ま
だ
ま

っ
青
」
で
あ
り
、
全
く
変
化
し
な
い
存
在
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。

一
方

〈変
化
〉
と
い
う
点
で
考
え
た
時
、
土
神
と
狐
の
両
者
は
共
に
自
分

自
身
に
つ
い
て
悩
み
続
け
た
結
果
、　
一
時
的
で
あ
れ
そ
れ
ぞ
れ
に
変
化
を
遂

げ
て
い
る
。
ま
ず
、
土
神
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

あ
る
す
き
と
ほ
る
や
う
に
黄
金
い
ろ
の
秋
の
日
土
神
は
大
変
上
機
嫌
で

し
た
。
今
年
の
夏
か
ら
の
い
ろ
い
ろ
な
つ
ら
い
思
ひ
が
な
ん
だ
か
ぼ

う
っ
と
み
ん
な
立
派
な
も
や
の
や
う
な
も
の
に
変
っ
て
頭
の
上
に
環
に

な
っ
て
か
か
っ
た
や
う
に
思
ひ
ま
し
た
。
そ
し
て
も
う
あ
の
不
思
議
に

意
地
の
悪
い
性
質
も
ど
こ
か
へ
行

っ
て
し
ま
っ
て
樺
の
木
な
ど
も
狐
と

話
し
た
い
な
ら
話
す
が
い
ゝ
、
両
方
と
も
う
れ
し
く
て
は
な
す
の
な
ら



ほ
ん
た
う
に
い
ゝ
こ
と
な
ん
だ
、
今
日
は
そ
の
こ
と
を
樺

の
木

に
云

っ

て
や
ら
う
と
思
ひ
な
が
ら
土
神
は
心
も
軽
く
樺

の
木

の
方

へ
歩

い
て
行

き
ま
し
た
。

季
節
が
夏
か
ら

「黄
金
い
ろ
」
の
世
界
に
変
化
し
て
い
る
の
と
同
様
、
こ
こ

で
は
土
神
も
夏
の
煩
悶
し
て
い
た
状
態
か
ら
、
《
聖
な
る
黄
金
》
に
ふ
さ
わ

し
い
状
態

へ
と
変
化
し
て
い
る
。
身
を
引
き
、
二
人
を
見
守
ろ
う
と
す
る
土

神
の
姿
は
極
め
て
穏
や
か
で
あ
る
。
「
わ
し
は
い
ま
な
ら
誰
の
た
め
に
で
も

命
を
や
る
。
み
み
ず
が
死
な
な
け
ぁ
な
ら
ん
な
ら
そ
れ
に
も
わ
し
は
か
は

っ

て
や

っ
て
い
ゝ
の
だ
。
」
と
い
う
土
神
は
、
相
手
を
認
め
、
自
ら
身
を
ひ
く

こ
と
に
よ

っ
て
、
神

と
し
て
の

〈
旧
〉
的
な
る
自
分
自
身
の
価
値
を
見
出

し
た
と
解
釈
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
状
態
は
継
続
せ
ず
、
再
び
狐
の

「
赤
革

の
靴
」
や

「
美
学
の
本
」
「望
遠
鏡
」
に
価
値
を
見
出
し
自
分
の
価
値
を
見

失

っ
て
し
ま

っ
た
た
め
、
逆
上
し
て
狐
を
殺
し
て
し
ま
う
の
で
は
あ
る
が
、

悩
み
、
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
土
神
は
、　
一
時
的
で
あ
れ
変
化
を
遂
げ
て
い

る
と
い
え
る
。

ま
た
、
狐
に
関
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

そ
の
時
で
す
。
狐
が
や

っ
て
来
た
の
で
す
。
（中
略
）
狐
は
赤
革
の
靴

を
は
き
茶
い
ろ
の
レ
ー
ン
コ
ー
ト
を
着
て
ま
だ
夏
帽
子
を
か
ぶ
り
な
が

ら
斯
う
云
ひ
ま
し
た
。

狐
は
最
期
の
日
、
土
神
が
い
る
時
に
樺
の
木
に
会
い
に
き
て
し
ま
う
が
、
こ

こ
で
の
狐
の
姿
は
、
天
気
は
晴
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
レ
ー
ン
コ
ー
ト

を
着
て
、
秋
に
な

っ
て
い
る
の
に
季
節
外
れ
の
夏
帽
子
と
い
う
い
で
た
ち
で

描
か
れ
る
。
こ
の
ち
ぐ
は
ぐ
な
格
好
は
、
嘘
を

つ
き
、
無
理
を
し
な
が
ら
も
、

夏
の
は
じ
め
に
は
仕
立
て
下
ろ
し
の
紺
の
背
広
で
ば

っ
ち
り
と
き
め
て
い
た

狐
の
、
ボ

ロ
が
出
だ
し
て
い
る
こ
と
の
現
れ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で

注
目
し
た
い
の
は
、
常
に
夜
樺
の
木
に
会
い
に
き
て
い
た
狐
が
こ
の
場
面
で

は
昼
、
太
陽
の
光
の
も
と
樺
の
木
に
会
い
に
来
て
い
る
こ
と
だ
。
夜
の
闇
の

中
で
狐
は
樺
の
木
に
嘘
を

つ
き
続
け
て
い
た
。
そ
の
狐
が
日
光
の
も
と
に
で

て
き
た
こ
と
か
ら
は
、
伊
藤
典
子
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
な

「
こ
の
日
と
う
と

う
樺
の
木
に

「
す

っ
か
り
本
当
の
こ
と
を
云
」
う

つ
も
り
に
な

っ
」
て
狐
が

や

っ
て
き
た
可
能
性
を
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
か
ら
は
、
土
神
と
同
じ
く
、

煩
悶
を

へ
て
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
狐
の
姿
を
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
狐
は
、

「
望
遠
鏡
は
い
つ
か
は
れ
た
晩
に
お
目
に
か
け
」
る
、
と
再
び
嘘
を
重
ね
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
日
光
の
も
と
に

で
て
き
た
狐
が
、
夏
帽
子
を
か
ぶ
り
、

レ
ー
ン
コ
ー
ト
を
着
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
い
で
た
ち
か
ら
は
狐
が
、
太
陽
の
光
を

「
夏
帽
子
」
と

「
レ
ー

ン
コ
ー
ト
」
で
遮

っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
狐
の
帽
子
と

コ
ー
ト
は
、

日
光
の
も
と
に
で
て
き
た
も
の
の
、
「本
統
の
こ
と
」
を
い
っ
て
し
ま
え
な

い
狐
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

自
分
自
身
の
内
面
に
つ
い
て
悩
み
、
自
分
を
変
え
よ
う
と
格
闘
し
な
が
ら
、

一
時
的
で
あ
れ
変
化
を
遂
げ
た

（も
し
く
は
遂
げ
よ
う
と
し
た
）
男
た
ち
に

対
し
て
、
樺
の
木
は
悩
み
も
せ
ず
、
な
ん
の
変
化
も
し
な
い
の
で
あ
る
。
い

つ
に
な

っ
て
も
青
い
ま
ま
と
さ
れ
る
樺
の
木
の
色
彩
は
、
大
沢
氏
の
指
摘
し

た
よ
う
な
清
純
さ
を
し
め
す
も
の
な
の
で
は
な
く
、
彼
女
の
内
面
の

〈青

さ
〉
を
示
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



四
、
樺
の
本
と
女
学
生
達
と
の
類
似

土
神
と
狐
と
樺
の
木
の
関
係
は
い
わ
ゆ
る
三
角
関
係
で
あ
る
が
、
芥
川
龍

之
介

『
或
恋
愛
小
説
』
（大
正
十
三
年
）
に
も
、
ヨ

一角
関
係
な
ど
は
近
代
的

恋
愛
の

一
例
で
す
か
ら
ね
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
日
本
近
代
文
学
に
お
い
て

三
角
関
係
の
話
は
漱
石
作
品
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
数
知
れ
ず
存
在
す
る
。

三
角
関
係
が
人
間
以
外
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
よ

っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
独
特

な
世
界
を
持

つ

『
土
神
と
き

つ
ね
』
が
、
他
作
家
の
作
品
等
と
比
較
し
て
論

じ
ら
れ
る
こ
と
は
従
来
ほ
と
ん
ど
為
さ
れ
て
い
な
い
が
、
先
行
小
説
お
よ
び

同
時
代
の
三
角
関
係
を
め
ぐ
る
小
説
と

『
土
神
と
き

つ
ね
』
に
は
多
く
の
類

似
点
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
樺
の
木
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
り
、

先
行
小
説
に
お
け
る
ヒ
ロ
イ
ン
と
樺
の
木
の
共
通
性
に
着
目
し
た
い
。

例
え
ば
、
二
葉
亭
四
迷

『
浮
雲
』
（明
治
二
十
年
～
二
十
二
年
）
で
は
文

三

・
昇

。
お
勢
の
三
角
関
係
が
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
文
三
が
、
「
旧
幕
府
に

仕

へ
て
俸
禄
を
食
だ
者
で
有

ツ
た
が
幕
府
倒
れ
て
王
政
古
に
復
り
時
津
風
に

靡
か
ぬ
民
草
も
な
い
明
治
の
御
世
に
成

ツ
て
か
ら
は
」
「
木
か
ら
落
ち
た
猿

猥
の
身
」
の
よ
う
に
没
落
し
た
家
の
息
子
で
あ
り
、　
一
方
の
昇
が

「所
謂
才

子
で
、
頗
る
智
恵
才
覚
が
有

ツ
て
ま
た
能
く
知
恵
才
覚
を
鼻
に
懸
け
」
、
「
竪

板
の
水
の
流
れ
を
堰
き
か
ね
て
折
節

ハ
覚

へ
ず
法
螺
を
吹
く
事
も
あ
る
」
、

嘘

つ
き
の
回
の
う
ま
い
男
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
土
神
が
も
と

は
崇
め
ら
れ
て
い
た
が
今
や
人
々
に
忘
れ
ら
れ
た
神
で
あ
り
、
狐
が
軽
薄
才

子
で
あ
る
こ
と
と
酷
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
出
自
の
明
確
な
文
三
に
対
し
て
、

昇
は

「
何
者
の
子
で
如
何
な
教
育
を
享
け
如
何
な
境
界
を
渡

ツ
て
来
た
事
か

過
去

ツ
た
事
は
山
媛

の
霞
に
篭

ツ
て
お
ぼ
ろ
／
ヽ
、
ト
ン
ト
判
ら
ぬ
事
而

已
。
」
と
、
ど
こ
の
何
者
か
が
は

っ
き
り
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

こ
と
を
次
の
本
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
。

こ
の
木
に
二
人
の
友
達
が
あ
り
ま
し
た
。　
一
人
は
丁
度
五
百
歩
ば
か
り

離
れ
た
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
の
谷
地
の
中
に
住
ん
で
ゐ
る
土
神
で

一
人
は
い

つ
も
野
原
の
南
の
方
か
ら
や

っ
て
来
る
茶
い
ろ
の
狐
だ

っ
た
の
で
す
。

土
神
の
住
ま
い
は
示
さ
れ
て
い
る
が
、
狐
の
住
ま
い
は
明
か
さ
れ
な
い
。
得

体
の
知
れ
な
さ
と
い
う
点
で
も
昇
と
狐
は
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
ヒ
ロ
イ

ン
の
お
勢
は

「兎
に
も
角
に
も
十
人
並
優
れ
て
美
く
し
い
」
女
で
、
こ
れ
も

「
一
本
の
奇
麗
な
女
の
樺
の
木
」
の
美
し
さ
と
共
通
す
る
が
、
お
勢
が
新
し

い
も
の
に
飛
び

つ
く
女
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
お
勢

は

「根
生
の
軽
躁
者
」
で
、
隣
家
の
娘
が
学
問
を
は
じ
め
る
と

「急
に
三
味

線
を
拠
却
し
て
唐
机
の
上
に
孔
雀
の
羽
を
押
し
立
」
て
、
「
其
後
英
学
を
初

め
て
か
ら
は
悪
足
掻
も
ま
た

一
段
で
襦
袢
が
シ
ャ
ツ
に
な
れ
ば
唐
人
髯
も
東

髪
に
化
け

ハ
ン
ケ
チ
で
咽
喉
を
緊
め
鬱
陶
敷
を
耐

へ
て
眼
鏡
を
掛
け
獨
よ
が

り
の
人
笑
は
せ
有
晴

一
個
の
キ
ヤ
ツ
キ
ヤ
と
な
り
済
ま
し
た
。
」
と
い
う
女

性
で
あ
る
。
ま
た
、
お
勢
は

「
学
問
」
の
有
無
に
こ
だ
わ

っ
て
お
り
、
「員

個
に
教
育
の
な
い
と
い
ふ
者
は
仕
様
の
な
い
も
ん
で
す
ネ
ー
。
」
と
繰
り
返

し
た
り
、
「
手
に

一
部
の
女
学
雑
誌
を
把
持
ち
立
ち
な
が
ら
読
み
／
ヽ
坐
舗

へ
這
入
て
来
て
」
と
い
う
よ
う
に
女
学
雑
誌
を
読
ん
で
い
た
り
す
る
点
で
、

「
ハ
イ
ネ
の
詩
集
」
に
熱
中
し
、
天
文
学
や
美
学
の
話
に
夢
中
に
な
る
樺
の

木
と
は
非
常
に
共
通
点
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
「
そ

っ
と
返

事
」
を
す
る
物
静
か
な
樺
の
木
と
、
コ
田
生
‥
馬
鹿
‥
口
な
ん
ぞ
聞
い
て
呉



れ
な
く
ツ
た
ツ
て
些
と
も
困
り
や
し
な
い
ぞ
」
と
文
三
を
罵
倒
す
る
お
勢
と

の
間
に
は
相
違
点
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、
か

つ
て
権
力
者
で
あ

っ
た
が
今
は

没
落
し
た
家
の
息
子
で
あ
る
文
三
と
、
軽
薄
才
子
の
昇
と
、
新
し
い
も
の
好

き
な
お
勢
の
三
角
関
係
と
い
う
構
図
は
、
『土
神
と
き

つ
ね
』
と
多
く
の
点

で
共
通
し
て
い
る
。

「
ハ
イ
ネ
の
詩
集
」
を
樺
の
木
は
読
み
ふ
け

っ
て
い
る
が
、
詩
集
を
携
え

る
若
い
女
と
い
う
の
は
、
「
女
学
生
」
と
呼
ば
れ
た
女
性
達
の

一
つ
の
典
型

的

ス
タ
イ
ル
で
も
あ
る
。
明
治
４２
年

に
流
行
し
た

「
ハ
イ
カ
ラ
ソ
ン
グ
」

（神
長
瞭
月
）
の
歌
詞
を
次
に
あ
げ
る
。

ゴ
ー
ル
ド
の
眼
鏡
の
ハ
イ
カ
ラ
は
　
都
の
西
の
目
白
台
　
女
子
大
学
の

女
学
生
　
片
手
に
バ
イ

ロ
ン
　
ゲ
ー
テ
の
詩
　
口
に
唱
え
る
自
然
主
義

早
稲
田
の
稲
穂
が
サ
ー
ラ
サ
ラ
　
魔
風
恋
風
そ
よ
そ
よ
と

ま
た
、
本
作
品
の
現
存
草
稿
の
表
紙
に
残
さ
れ
て
い
る

「土
神
‥
退
職
教

授
　
き

つ
ね
‥
貧
な
る
詩
人
　
樺
の
木
‥
村
娘
」
と
い
う
メ
モ
書
き
や
、
土

神
が

一
人
称
と
し
て

「
わ
し
」
「
お
れ
」
、
狐
が

「僕
」
を
使
用
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
土
神
は
年
齢
で
い
え
ば
中
年
以
上
、
狐
は
若
者
と
考
え
ら
れ
る

が
、
中
年
と
若
者
と
娘
の
三
角
関
係
と
い
う
枠
組
み
か
ら
見
れ
ば
、
思
い
出

さ
れ
る
の
は
田
山
花
袋
の

『
蒲
団
』
（明
治
４０
年
）
で
あ
る
。
年
若
い
女
性

を
め
ぐ

っ
て
の
中
年
の
苦
悩
、
と
い
う
点
で
、
土
神
と

『蒲
団
』
の
時
雄
は

共
通
し
て
い
る
が
、
本
文
中
土
神
に
よ

っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
、
髪
の
毛
を
掻

き
む
じ
る
と
い
う
行
動
に
着
目
し
て
み
る
。

・
そ
れ
か
ら
い
か
に
も
む
し
ゃ
く
し
ゃ
す
る
と
い
ふ
風
に
そ
の
ぼ
ろ
ぼ
ろ

の
髪
毛
を
両
手
で
掻
き
む
し

っ
て
ゐ
ま
し
た
。

・
土
神
は
た
ま
ら
な
さ
う
に
両
手
で
髪
を
掻
き
む
し
り
な
が
ら
ひ
と
り
で

考

へ
ま
し
た
。

・
土
神
は
頭
の
毛
を
か
き
む
し
り
な
が
ら
草
を
こ
ろ
げ
ま
は
り
ま
し
た
。

以
上
の
三
カ
所
に
お
い
て
、
土
神
の
髪
を
む
じ
る
行
動
は
繰
り
返
さ
れ
る
が
、

こ
の
行
動
は

『
蒲
団
』
の
時
雄
に
も
共
通
す
る
。

。
「兎
に
角
時
機
は
過
ぎ
去

つ
た
。
彼
女
は
既
に
他
人
の
も
の
だ
！
」

歩
き
な
が
ら
渠
は
か
う
絶
叫
し
て
頭
髪
を
む
し

つ
た
。

。
「
け
れ
ど
、
も
う
駄
目
だ
！
」

と
、
渠
は
再
び
頭
髪
を
む
し

つ
た
。
（以
上
引
用
　
田
山
花
袋

『蒲

団
し

ま
た
時
雄
は
自
分
の
恋
に
悩
む
心
境
を

「
矛
盾
で
も
何
で
も
為
方
が
な
い
、

其
の
矛
盾
、
其
の
無
節
操
、
こ
れ
が
事
実
だ
か
ら
為
方
が
な
い
、
事
実
―

事
実
！
」
と
胸
に
繰
り
返
す
が
、
こ
の
こ
と
は
土
神
が
、
「
け
れ
ど
も
仕
方

な
い
。
誰
だ

っ
て
む
し
ゃ
く
し
ゃ
し
た
と
き
は
何
を
す
る
か
わ
か
ら
な
い
の

だ
。
」
と
述
べ
る
心
境
と
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
「其
心
は
日
に
幾
遍
と
な

く
変

つ
た
。
あ
る
時
は
全
く
犠
牲
に
な

つ
て
二
人
の
為
め
に
尽
さ
う
と
思

つ

た
。
あ
る
時
は
此
の

一
伍

一
什
を
國
に
報
じ
て

一
挙
に
破
壊
し
て
了
は
う
か

と
思

つ
た
。
け
れ
ど
こ
の
何
れ
を
も
敢
て
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
の
が
今
の
心

の
状
態
で
あ

っ
た
。
」
と
い
う
時
雄
と
、　
一
旦
は
二
人
を
見
守
る
立
場
に
変

化
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
結
局
は
狐
を
殺
し
て
し
ま

っ
た
土
神
の
心
境
は

酷
似
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
蒲
団
』
で
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
芳
子
も
ま
た
女
学

生
で
あ
り
、
小
説
家
を
目
指
す
女
と
い
う
、
や
は
り

〈新
文
化
〉
を
求
め
る

女
性
と
な

っ
て
い
る
。



『土
神
と
き

つ
ね
』
が
、
『浮
雲
』
や

『
蒲
団
』
と
い
っ
た
作
品
を
摂
取
し

て
創
作
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
類
似
か
ら
伺

え
る
こ
と
は
、
極
め
て
独
自
な
世
界
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
な
賢
治

作
品
も
ま
た
、
日
本
近
代
文
学
の
大
き
な
流
れ
と
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
で
考
え
た
時
、
『
土
神
と
き

つ
ね
』
に
お
け
る
ヒ
ロ

イ
ン
、
樺
の
木
は
、　
一
見
お
勢
や
、
女
学
生
芳
子
た
ち
と
は
異
な
る
、
静
か

で
従
順
で
清
純
な
乙
女
に
見
え
る
が
、
彼
女
の
存
在
は
た
だ
そ
れ
だ
け
の
も

の
で
は
な
く
、
当
時
の

〈新
文
化
〉

へ
と
憧
れ
、
上
昇
志
向
を
持

つ
女
た
ち

と
の
重
な
り
が
色
濃
く
見
い
だ
せ
る
と
い
え
よ
う
。

五
、
空

へ
の
上
昇
志
向

―
樺
の
本
と
、
枯
れ
た

「
二
本
」
の
か
も
が
や
―

樺
の
木
も
土
神
も
狐
も
、
〈
旧
〉
的
な
る
も
の
、
古
く
か
ら
あ

っ
た
自
然

的
な
も
の
で
あ
る
自
分
た
ち
の
足
元
に
あ
る

〈土
〉
を
忘
れ
て
、
望
遠
鏡
に

象
徴
さ
れ
る
よ
う
な

〈新
〉
な
る
も
の
に
惹
か
れ
て
い
っ
て
し
ま

っ
て
い
た
。

三
者
が
三
者
と
も
、
自
分
た
ち
の
生
き
る
べ
き
世
界
と
そ
の
価
値
を
忘
れ
て
、

〈新
〉
な
る
も
の
へ
と
惹
か
れ
て
い
っ
た
結
果
、
物
語
は
悲
劇

へ
と
進
ん
で

い
く
。　
一
旦
は
神
と
し
て
二
人
を
見
守
ろ
う
と
す
る
立
場
に
変
化
し
て
い
た

土
神
は
、
日
光
の
も
と
で

「
本
統
の
こ
と
」
を
言
お
う
と
思

っ
て
や
っ
て
き

た
の
に
結
局
再
び
嘘
を
重
ね
て
し
ま

っ
た
狐
の

「赤
革
の
靴
」
に
は

っ
と
し

て
、
逆
上
し
た
結
果
狐
を
殺
し
て
し
ま
う
。

そ
れ
か
ら
ぐ

っ
た
り
横
に
な

っ
て
ゐ
る
狐
の
屍
骸
の
レ
ー
ン
コ
ー
ト
の

か
く
し
の
中
に
手
を
入
れ
て
見
ま
し
た
。
そ
の
か
く
し
の
中
に
は
茶
い

ろ
な
か
も
が
や
の
穂
が
二
本
は
い
っ
て
居
ま
し
た
。
土
神
は
さ

っ
き
か

ら
あ
い
て
ゐ
た
口
を
そ
の
ま
ゝ
ま
る
で
途
方
も
な
い
声
で
泣
き
出
し
ま

し
た
。

土
神
は
狐
を
殺
し
て
し
ま

っ
た
あ
と
、
立
派
な
書
斎
で
あ
る
は
ず
の
狐
の
巣

穴
が
、
た
だ
の
が
ら
ん
と
し
た
穴
で
あ
る
こ
と
を
見
て
呆
然
と
し
た
の
ち
、

狐
の
死
骸
の
レ
ー
ン
コ
ー
ト
の
中
に
二
本
の

「
茶
い
ろ
な
か
も
が
や
の
穂
」

を
み

つ
け
、
「途
方
も
な
い
声
」
で
泣
き
出
す
が
、
こ
こ
で
の

「茶
色
の
か

も
が
や
の
穂
」
は

一
体
何
を
示
す
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
な
ぜ
そ
れ
を
み
た

土
神
は
泣
く
の
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
先
行
研
究
を
概
観
す
る
と
、
大
沢
氏

は

「
「
か
も
が
や
の
穂
」
は
、
孫
悟
空
の
髪
の
毛
の
よ
う
に
息
を
吹
き
か
け

て
ハ
イ
ネ
の
詩
集
や
望
遠
鏡
を
現
出
さ
せ
る
、
手
品
の
種
だ

っ
た
の
か
も
し

れ
」
な
い
と
し
て
お
り
、
ま
た
山
根
知
子
氏
も
同
様
に
、
か
も
が
や
の
穂
が

狐
の
蝙
し
の
タ
ネ
だ

っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
で
あ
る
の
な

ら
、
狐
が
最
後
ま
で
気
に
し
続
け
て
い
た
望
遠
鏡
も

「
か
も
が
や
の
穂
」
の

手
品
で
作
り
だ
せ
た
は
ず
で
は
な
い
か
。
こ
の

「
か
も
が
や
の
穂
」
に
は

も

っ
と
他
の
意
味
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
が
、
作
品
中
に

「
か
も
が
や
の
穂
」
以
外
に
、
も

う
ひ
と

つ
の

〈穂
〉
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
本
文
に

見
ら
れ
る
い
の
こ
ろ
ぐ
さ
の
穂
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
た
う
た
う
秋
に
な
り
ま
し
た
。
樺
の
木
は
ま
だ
ま

っ
青
で
し

た
が
そ
の
辺
の
い
の
こ
ろ
ぐ
さ
は
も
う
す

っ
か
り
黄
金
い
ろ
の
穂
を
出

し
て
風
に
光
り
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
す
ゞ
ら
ん
の
実
も
赤
く
熟
し
ま
し
た
。

日
本
国
語
大
辞
典
に
よ
る
と
か
も
が
や
の
穂
は

「六
～
七
月
ご
ろ
円
錐
形
の



穂
を

つ
け
」
、
そ
の
花
穂
は

「
緑
自
色
ま
た
は
紫
色
を
帯
び
る
」
と
あ
る
。

ま
た
、
い
の
こ
ろ
ぐ
さ
も
、
「
夏
、
犬
の
尾
に
似
た
緑
の
穂
を
出
す
」
ら
し

い
。

つ
ま
り
、
か
も
が
や
も
い
の
こ
ろ
ぐ
さ
も
、
夏
に
緑
の
穂
を

つ
け
た
こ

と
に
な
る
が
、
秋
に
な

っ
て
、
土
に
生
え
る
い
の
こ
ろ
ぐ
さ
は

「
黄
金
い

ろ
」
に
、

レ
ー
ン
コ
ー
ト
の
中
の
か
も
が
や
は

「茶
い
ろ
」
に
と
い
う
よ
う

に
描
き
わ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
「黄
金
い
ろ
」
に
つ
い
て

は
先
に
も
述
べ
た
が
、
土
に
生
え
て
い
る
い
の
こ
ろ
ぐ
さ
は
夏
か
ら
秋

へ
と

か
わ

っ
て

《聖
な
る
黄
金
》

へ
と
変
化
し
た
。
し
か
し
、
〈新
文
化
〉
的
な

「
レ
ー
ン
コ
ー
ト
」
の
ポ
ケ

ッ
ト
の
中
で
は
、
「
か
も
が
や
」
と
い
う
自
然
は

黄
金
に
は
な
れ
ず
に
、
茶
色
の
穂
と
な
り
干
か
ら
び
枯
れ
て
し
ま

っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
理
石
の
シ
ー
ザ
ー
や
望
遠
鏡
と
い
っ
た
ホ
ラ
を
吹

き
続
け
、
結
局
は
幸
せ
に
な
れ
な
か

っ
た
狐
や
、
顕
微
鏡
や

ロ
ン
ド
ン
タ
イ

ム
ス
に
魅
力
を
感
じ
て
自
分

へ
の
自
信
を
失
い
苦
し
み
、
最
後
に
は
凶
行

ヘ

と
進
ん
で
い
っ
て
し
ま

っ
た
土
神
の
姿
と
重
な
る
。
が
ら
ん
と
し
た
穴
を
見

た
土
神
は
、
狐
の
嘘
を
知

っ
た
。
そ
し
て
、
狐
を
嘘

へ
と
駆
り
立
て
た
も
の

が
、
〈
野
原
の
狐
〉
と
い
う
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
は
と
う
て
い
樺
の
木
に
好

か
れ
る
は
ず
が
な
い
と
思
う

〈
旧
〉
な
る
自
分

へ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
で

あ

っ
た
こ
と
を
感
じ
た
。
狐
が
自
分
と
同
じ
苦
悩
を
抱
え
て
い
た
こ
と
を

知

っ
た
土
神
は
、
そ
の
悲
し
さ
と
、
自
分
た
ち
の
愚
か
し
さ
を
痛
感
し
、

「
途
方
も
な
い
声
で
」
「
雨
の
や
う
に
」
泣
い
た
の
で
は
な
い
か
。
狐
は
土
神

に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
が
、　
一
方
で
殺
し
た
土
神
も
神
と
し
て
す
で
に
死
ん

だ
も
同
然
で
あ
る
。

も
う
飛
び
出
し
て
行

っ
て
狐
を

一
裂
き
に
裂
い
て
や
ら
う
か
、
け
れ
ど

も
そ
ん
な
こ
と
は
夢
に
も
お
れ
の
考
え
る
べ
き
こ
と
ぢ
ゃ
な
い

嫉
妬
に
駆
ら
れ
て
狐
を
殺
す
こ
と
は
神
と
し
て
夢
に
も
あ
る
べ
き
こ
と
で
は

な
か

っ
た
の
だ
。
狐
を
殺
し
て
し
ま

っ
た
土
神
は
も
は
や
神
失
格
で
あ
り
、

神
と
し
て
の
死
を
迎
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
自
然
の
中
の
存
在
そ
れ
自
体

が

〈新
〉
な
る
も
の
に
惹
か
れ
、
自
ら
の
価
値
を
見
失

っ
た
時
、
〈
旧
〉
な

る
も
の
、
〈自
然
〉
な
る
も
の
は
茶
色
く
枯
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
こ
こ
で
枯
れ
る
の
が

「
二
本
」
で
あ
る
こ
と
に
注

意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
狐
は
殺
さ
れ
、
土
神
も
神
と
し
て
の
死
を
迎
え
た
。

が
、
樺

の
木
だ
け
は
滅
び
ず
に
生
き
残

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
樺
の
木
は

「
一
本
木
の
野
原
」
の

「少
し
小
高
く
盛
り
あ
が

っ
た
所
」
に
あ
る
。
こ
の

樺
の
木
と

「
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
の
谷
地
」
に
住
ん
で
い
る
土
神
と
は

〈高
さ
〉

と

〈低
さ
〉
と
い
う
点
で
非
常
に
意
識
的
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。

土
神
の
棲
ん
で
ゐ
る
所
は
小
さ
な
競
馬
場
ぐ
ら
ゐ
あ
る
、
冷
た
い
湿
地

で
苔
や
か
ら
く
さ
や
み
ぢ
か
い
慮
な
ど
が
生
え
て
ゐ
ま
し
た
が
又
所
々

に
は
あ
ざ
み
や
せ
い
の
低
い
ひ
ど
く
ね
ぢ
れ
た
楊
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。

土
神
は
低
い
草
の
生
え
る
湿
地
の
祠
に
帰

っ
て
き
て

「横
に
長
々
と
寝
そ
べ

り
」
、
飛
ん
で
い
た
鳥
に

「
し

っ
」
と
叫
ん
で

「
低
く
」
落
と
す
。
そ
こ
に

続
く
場
面
は
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
又
す
ぐ
向
ふ
の
樺
の
木
の
立

っ
て
ゐ
る
高
み
の
方
を
見
る
と

は

っ
と
顔
色
を
変

へ
て
棒
立
ち
に
な
り
ま
し
た
。

樺
の
本
は
土
に
生
え
な
が
ら
、
土
の
話
よ
り
も
星
の
輝
く

〈空
〉
の
話
に
夢

中
に
な

っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
狐
は
地
上
か
ら

〈空
〉
を
見
る
道
具
で
あ
る

望
遠
鏡
を
樺
の
木
に
持

っ
て
来
る
と
約
束
し
、
最
後
ま
で
樺
の
本
は
そ
れ
を



繰
り
返
し
狐
に
確
認
し
て
い
る
。
〈空
〉
は
樺
の
木
に
と

っ
て
の
理
想
の
象

徴
で
あ
り
、
そ
れ
を
追
い
求
め
る
上
昇
志
向
が
彼
女
の
中
に
は
渦
巻
い
て
い

る
。
先
ほ
ど
確
認
し
た
よ
う
に
、
土
神
は
低
い
湿
地
に
住
ん
で
い
る
。　
一
方

の
狐
は
樺
の
木
に
望
遠
鏡
の
話
を
し
た
り
本
を
与
え
た
り
す
る
点
で
、
や
は

り
上
昇
志
向
を
持

つ
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
最
後
に
明
か
さ
れ
る
狐
の
す

み
か
も
ま
た
、
「
小
さ
な
赤
剥
げ
の
丘
」
の

「下
」
の
、
「赤
土
」
で
固
め
ら

れ
た

「
円
い
穴
」
と
い
う

〈低
〉
い
場
所
で
あ
る
。
そ
の
中
で
こ
の
物
語
の

ヒ
ロ
イ
ン
が
、
同
じ
地
上
の
穴
に
す
む
動
物
で
は
な
く
、
「
樺
の
木
」
と
い

う
、
「高
み
」
に
あ
り
土
を
踏
み
台
と
し
な
が
ら
空

へ
向
か

っ
て
伸
び
て
い

る

〈木
〉
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
こ
の
女
性
の
中
の
抜
き
ん

で
た
上
昇
志
向
を
象
徴
す
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
Ｌ
一ラ
つ
な
ら
ば
、
こ
の
樺

の
木
に
好
か
れ
た
い
と
思
う
気
持
ち
こ
そ
が
土
神
と
狐
二
人
の

〈新
〉

へ
の

傾
倒
を
促
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
樺
の
木
は
、
人
々
の
上
昇
志
向
を
駆
り

立
て
る
も
の
、
上
昇
欲
そ
の
も
の
の
象
徴
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

死
ん
だ
狐
に
と

っ
て
、
樺
の
木
は

「
た

っ
た

一
人
の
お
友
達
」
で
あ

っ
た
。

い
つ
も
樺
の
木
に
本
を
持

っ
て
き
て
く
れ
た
狐
は
も
は
や
い
な
い
が
、
樺
の

木
に
と

っ
て
狐
は
決
し
て

「
た

っ
た

一
人
の
お
友
達
」
な
わ
け
で
は
な
か

っ

た
。

で
す
か
ら
渡
り
鳥
の
か
く
こ
う
や
百
舌
も
、
又
小
さ
な
み
そ
さ
ゞ
え
や

目
白
も
み
ん
な
こ
の
木
に
停
ま
り
ま
し
た
。
た
ゞ
も
し
も
若
い
鷹
な
ど

が
来
て
ゐ
る
と
き
は
小
さ
な
鳥
は
遠
く
か
ら
そ
れ
を
見
付
け
て
決
し
て

近
く

へ
寄
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

樺
の
本
に
会
い
に
来
る
の
は
土
神
と
狐
だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
二
人
が
い
な

く
な

っ
て
も
、
「渡
り
鳥
」
や

「
若
い
鷹
」
が
彼
女
を
慰
め
る
に
違
い
な
い
。

非
常
に
さ
り
げ
な
い
記
述
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に

「若
い
鷹
」
の
存
在
が
描

か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
次
の
部
分
で
も
鷹
の
姿
が
描
か
れ
て
い

２つ
。

土
神
は
ひ
と
り
で
切
な
が

っ
て
ば
た
ば
た
し
ま
し
た
。
空
を
又

一
疋
の

鷹
が
翔
け
て
行
き
ま
し
た
が
土
神
は
こ
ん
ど
は
何
と
も
云
は
ず
だ
ま

っ

て
そ
れ
を
見
ま
し
た
。

こ
れ
よ
り
前
の
場
面
で
、
土
神
は

「
一
羽
の
鳥
が
自
分
の
頭
の
上
を
ま

っ
す

ぐ
に
翔
け
て
行
く
の
を
見
」
た
時
、
す
ぐ
起
き
直

っ
て

「
し

っ
」
と
叫
び
、

そ
の
鳥
を
追
い
払

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
何
も
言
わ
ず
に
、
鷹
が

悠
然
と
飛
ん
で
い
く
の
を
見
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。
賢
治
童
話
の
中
で
も

鷹
は
幾
度
か
登
場
す
る
が
、
鳥
の
中
で
も
強
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と

が
特
徴
で
あ
る
。
『
風
の
又
三
郎
』
で
は

「林
の
中
で
鷹
に
も
負
け
な
い
く

ら
ゐ
高
く
叫
ん
だ
り
」
と
、
鷹
の
声
の
強
さ
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、　
一

番
象
徴
的
な
の
は

『
よ
だ
か
の
星
』
に
登
場
す
る
鷹
で
あ
ろ
う
。

お
ゝ
、
よ
だ
か
で
な
い
た
ゞ
の
た
か
な
ら
ば
、
こ
ん
な
生
は
ん
か
の
ち

い
さ
い
鳥
は
、
も
う
名
前
を
聞
い
た
ゞ
け
で
も
、
ぶ
る
ぶ
る
ふ
る
え
て
、

顔
色
を
変

へ
て
、
か
ら
だ
を
ち
ゞ
め
て
、
木
の
葉
の
か
げ
に
で
も
か
く

れ
た
で
せ
う
。

す
る
ど
い
声
と
力
強
い
羽
ば
た
き
を
持

つ
鷹
は
、
圧
倒
的
な
力
を
持

つ
強
者

で
あ
り
覇
者
で
あ
る
。
そ
の
鷹
が
樺
の
木
の
所
に
や

っ
て
く
る
と
誰
も
近
寄

る
こ
と
は
せ
ず
、
ま
た
、
し
か
も
そ
れ
が
わ
ざ
わ
ざ

「
若
い
鷹
」
で
あ
る
と

描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
意
味
深
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
土
神
、
狐
の
想



い
や
嫉
妬
と
は
裏
腹
に
、
そ
の
二
者
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
こ
の
鷹
こ
そ
が
樺

の
本
の
恋
愛
の
相
手
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
の
だ
。
樺
の
木
は
星
空
の
下
、

ハ
イ
ネ
の
詩
集
を
読
み
ふ
け

っ
て
い
た
が
、
「
そ
の
ハ
イ
ネ
の
詩
集
に
は

ロ

ウ
レ
ラ
イ
や
さ
ま
ざ
ま
美
し
い
歌
が
い
っ
ぱ
い
に
あ

っ
た
」
と
か
か
れ
、
こ

こ
に

「
ロ
ウ
レ
ラ
イ
」
と
い
う
詩
が
わ
ざ
わ
ざ
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
詩

は
、
ラ
イ
ン
川
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
と
ケ
ル
ン
の
間
の
右
岸
に
あ
る
岩
に
ま

つ
わ
る
伝
説
に
よ

っ
て
作
ら
れ
、
岩
上
に
髪
を
く
し
け
ず
る
妖
精
の
歌
声
に

魅
せ
ら
れ
て
舟
人
が
お
ば
れ
て
死
ぬ
さ
ま
を
歌
う
も
の
だ
が
、
乙
女
の
歌
声

に
魅
せ
ら
れ
て
、
舟
も
舟
人
も
波
に
の
ま
れ
て
し
ま
う
と
い
う

「
ロ
ー
レ
ラ

イ
」
の
魔
も
ま
た
、
樺
の
木
の
魔
性
を
象
徴
す
る
と
い
え
よ
う
。

語
り
手
は
冒
頭
で
、
「
た
ゞ
も
し
よ
く
よ
く
こ
の
二
人
を
く
ら
べ
て
見
た

ら
土
神
の
方
は
正
直

で
狐
は
少
し
不
正
直
だ

っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
と

語

っ
て
い
た
。
正
直
、
不
正
直
と
い
う
内
容
が
、
こ
の
物
語
の
本
質
的
な

テ
ー
マ
で
は
な
い
こ
と
は
は
じ
め
に
も
述
べ
た
通
り
だ
が
、
で
は
な
ぜ
、
あ

え
て
語
り
手
は
こ
の
よ
う
な

〈比
較
〉
と
い
う
枠
組
み
を
提
示
す
る
の
か
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
語
り
手
が
こ
の
言
葉
を
語
る
前
に
次
の
よ

う
に
語

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

樺
の
木
は
ど
ち
ら
か
と
云

へ
ば
狐
の
方
が
す
き
で
し
た
。

こ
こ
で
の

「土
神
の
方
は
正
直
で
狐
は
少
し
不
正
直
」
と
い
う
語
り
手
の
言

葉
は
、
土
神
の
方
が
狐
よ
り
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と

い
う
よ
り
は
、
こ
の

「
ど
ち
ら
か
と
云

へ
ば
狐
の
方
が
す
き
」
と
い
う
樺
の

木
の
判
断
の
危
う
さ
を
示
し
て
い
る
。
土
神
よ
り
は
狐
、
土
よ
り
空
、
旧
よ

り
新
と
い
う
よ
う
に
、
物
事
に
優
劣
を

つ
け
、
上
を
目
指
そ
う
と
す
る
そ
の

志
向
自
体
の
危
う
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
「
狐
の
方

が
す
き
」
と
い
う
樺
の
木
の
判
断
の
危
う
さ
を
指
摘
す
る
語
り
手
自
身
ま
で

も
が
、
「，た
ゞ
も
し
よ
く
よ
く
こ
の
二
人
を
く
ら
べ
て
見
た
ら
」
と
、
樺
の

木
と
同
様

〈比
較
〉
を
行
い
、
そ
の
結
果
下
し
た

「
土
神
の
方
は
正
直
で
狐

は
少
し
不
正
直
」
と
い
う
価
値
基
準
が
物
語
の
本
質
か
ら
ず
れ
て
お
り
、
意

味
を
な
さ
な
い
も
の
に
な

っ
て
い
る
こ
と
に
は
、
〈比
較
〉
と
い
う
行
為
の

愚
か
さ
へ
の
強
烈
な
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

土
神
と
狐
が
、
精
神
的
、
肉
体
的
な
死
を
迎
え
る
中
で
、　
一
人
樺
の
木
は

生
き
残

っ
た
。
土
に
生
え
な
が
ら
土
を
忘
れ
、
そ
れ
を
踏
み
台
と
し
て
空
ば

か
り
を
目
指
し
て
い
る
彼
女
は
こ
れ
か
ら
も
何
も
変
わ
ら
ず
青
い
ま
ま
生
き

続
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。
姿
を
見
た
だ
け
で
周
囲
が
恐
れ
近
寄
ら
な
い
、
〈社

会
〉
で
の
絶
対
的
な
権
力
者

「
若
い
鷹
」
と
の
恋
も
暖
め
ら
れ
て
い
く
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
『
よ
だ
か
の
星
』
で
、
よ
だ
か
に
改
名
を
迫
り
、
「
も

し
あ
さ

っ
て
の
朝
ま
で
に
、
お
前
が
さ
う
し
な
か

っ
た
ら
、
も
う
す
ぐ
、

つ

か
み
殺
す
ぞ
」
と
い
う
鷹
の
姿
は
、
彼
女
が
常
々

「
ぶ
る
ぶ
る
ふ
る
え
」
な

が
ら
恐
れ
て
い
た
土
神
の
凶
暴
さ
と
も
ど
こ
か
重
な
る
。
樺
の
木
が

〈木
〉

と
し
て

〈土
〉
に
縛
ら
れ
る
こ
と
を
逃
れ
よ
う
と
し
て
、
〈空
〉

へ
と
逃
避

し
て
も
、
そ
こ
に
ま
た
同
じ
苦
悩
が
待
ち
受
け
て
い
る
と
も
限
ら
な
い
の
だ
。

「
一
本
木
の
野
原
」
と
い
う
寂
し
い
地
に

一
人
立
ち
、
分
し

を
仰
ぎ
見
る
彼

女
の
行
く
末
も
ま
た
、
明
る
い
も
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

注（１
）

小
沢
俊
郎

「「土
神
と
狐
」
の
主
題
」
（
四
次
元
』

一
九
五
六
年
九
月
）



（２
）

小
森
陽

一
『最
新
宮
沢
賢
治
講
義
』
２

九
九
六
年
　
朝
日
新
聞
社
）

（３
）

松
田
司
郎

「土
神
と
き
つ
ね
」
「
国
文
学
』
二
〇
〇
三
年
二
月
臨
時
増
刊

号
　
学
燈
社
）

（４
）

一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
大
沢
正
善

「「土
神
と
狐
」
と
そ
の
周
辺
―

「修
羅
」

の
克
服
」
翁
宮
沢
賢
治
研
究
”
●
●
●
”
Ｌ

一
九
九

一
年
二
月
）
で
は
、
昼
と

夜
、
裸
足
と
靴
、
と
い
っ
た
多
く
の
二
項
対
立
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（５
）

但
し
、
土
神
と
狐
に
は
そ
れ
ぞ
れ

一
箇
所
ず
つ
、
土
神
が
夜
に
、
狐
が
昼

に
樺
の
木
に
会
お
う
と
す
る
箇
所
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
本
論

三
章
で
触
れ
る
。

（６
）

大
沢
正
善

「「土
神
と
狐
」
と
そ
の
周
辺
―

「修
羅
」
の
克
服
」
翁
宮
沢

賢
治
研
究
”
●
●
ｃ
●
こ

一
九
九

一
年
三
月
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
大
沢
氏

の
引
用
は
、
全
て
こ
の
論
文
に
拠
る
。

（７
）

大
塚
常
樹

『宮
沢
賢
治
　
心
象
の
記
号
論
』
２

九
九
九
年
　
朝
文
社
）。

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
大
塚
氏
の
引
用
は
全
て
こ
の
論
文
に
拠
る
。

（８
）

『新
宮
沢
賢
治
語
彙
辞
典
』
２

九
九
九
年
　
東
京
書
籍
）
に
、
「夏
、
犬

の
尾
に
似
た
緑
の
穂
を
出
す
」
と
あ
る
。

（９
）

伊
藤
典
子

「宮
沢
賢
治

「土
神
と
狐
」
論
」
「
東
京
女
子
大
学
日
本
文

学
』

一
九
九
五
年
九
月
）

（１０
）

一
方
、
常
に
昼
間
に
樺
の
木
を
訪
れ
て
い
た
土
神
も
、
「八
月
の
あ
る
霧

の
深
い
晩
」
樺
の
木
に
会
い
に
行
こ
う
と
す
る
箇
所
が
あ
る
が
、
そ
の
時
に

も

「
む
し
ゃ
く
し
ゃ
」
し
た
心
理
状
態
か
ら

「樺
の
木
は
自
分
を
待
っ
て
ゐ

る
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う

「を
ど
る
」
心
持
ち
へ
と

一
時
的
に
変
化
し
て

い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

（１１
）

工
藤
哲
夫

「土
神
と
狐
の
物
語
―
那
珂

（中
勘
助
）
『提
婆
達
多
』
か
ら

の
影
響
」
翁
女
子
大
国
文
』
二
〇
〇
四
年

一
二
月
）
で
は
、
中
勘
助

『提
婆

達
多
』
の
影
響
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
提
婆
達
多
と
、
土
神
、
狐
の
二
者
の

類
似
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
本
論
で
は
、
樺
の
木
も
含
め
た
上
で
、
先
行
作

品
と
の
類
似
に
着
目
す
る
。

（‐２
）

古
茂
田
信
男
編

『新
版
日
本
流
行
歌
史
　
上
』
貧

九
九
四
年
　
社
会
思

想
社
）

（‐３
）

賢
治
の
読
書
体
験
に
つ
い
て
は
、
小
倉
豊
史

「賢
治
の
読
ん
だ
本
」
（栗

原
敦
編

『
日
本
文
学
資
料
新
集
２６
　
宮
沢
賢
治
　
一塁
話
の
宇
宙
』

一
九
九
〇

年
　
有
精
堂
出
版
）
に
目
録
が
あ
る
が
、
そ
れ
も

一
部
的
な
も
の
で
あ
り
、

小
倉
氏
も

「彼
の
読
ん
だ
本
が
ま
と
ま
っ
て
残

っ
て
い
れ
ば
い
と
易
い
こ
と

な
の
だ
が
、
そ
れ
が
無
い
」
と
し
て
い
る
。

（‐４
）

ま
た
ヽ
「～
で
す
の
」
「～
だ
わ
」
等
、
樺
の
木
の
言
葉
違
い
が
、
金
水
敏

『ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
日
本
語
役
割
語
の
謎
』
奮
一〇
〇
三
年
　
岩
波
書
店
）
の
指

摘
す
る
、
典
型
的
な

〈女
学
生
こ
と
ば
〉
で
あ
る
点
も
、
こ
の
こ
と
を
裏
付

け

る

。

（‐５
）

山
根
知
子

「「土
神
と
狐
」
の
修
羅
性
―
土
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
」
「
宮

沢
賢
治
研
究
”
●
●
●

，
こ
　
一
九
九
四
年
二
月
）

（‐６
）

『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
　
第
二
巻
』
公
一〇
〇

一
年
　
小
学
館
）

（‐７
）

『新
宮
沢
賢
治
語
彙
辞
典
』
貧

九
九
九
年
　
東
京
書
籍
）

（‐８
）

『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
　
第
十
三
巻
』
公
一〇
〇
二
年
　
小
学
館
）

【付
記
】

宮
沢
賢
治
作
品
の
本
文

・
引
用
は
全
て

『【新
】
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
貧

九

九
五
年
～
二
〇
〇

一
年
　
一現
摩
書
房
）
に
よ
る
。
芥
川
龍
之
介

『或
恋
愛
小
説
』

は

『芥
川
龍
之
介
全
集
第
十

一
巻
』
（岩
波
書
店
、　
一
九
九
六
年
）、
二
葉
亭
四
迷

『浮
雲
』
は

『
二
葉
亭
四
迷
全
集
第

一
巻
』
（筑
摩
書
房
、　
一
九
八
四
年
）、
田
山

花
袋

『蒲
団
』
は

『定
本
花
袋
全
集
第

一
巻
』
（臨
川
書
店
、　
一
九
九
二
年
）
よ

り
引
用
し
た
。
旧
字
は
適
宜
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
い
た
。
な
お
、
傍
線
及
び

省
略
記
号
は
全
て
稿
者
の
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

―
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
―


