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『
夢
十
夜
』

に
お
け
る
民
俗
的
要
因

鈴

木

一
、
井
守
の
呪
性

二
、
杉
の
土
俗
的
信
仰

三
、
天
探
女
伝
説

四
、
馬
蹄
石
伝
説

五
、
結
語

覧

雄

激
石
の
「
夢
十
夜
」
は
、
実
際
に
激
石
自
身
が
経
験
し
た
夢
を
集
め
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
複
雑
な
様
相
を
呈
し
、
そ
の
一
徳
混
沌
と
し

を
日
本
の
民
俗
的
側
面
か
ら
照
射
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
検
討
し
、
新
し
い
照
明
を
加
え
て
み
た
い
と
考
え
る
。

た
超
時
空
性
と
イ
メ
ー
ジ
の
集
合
は
、
こ
の
作
品
の
世
界
を
よ
り
難
解
な
も
の
に
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
「
夢
十
夜
」
の
世
界

F
D
 



井
守
の
呪

’性

十
夜
の
夢
の
う
ち
、
民
俗
的
要
素
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、

め
く
ら

ま
ず
第
三
夜
の
夢
で
あ
る
。
こ
の
第
三
夜
の
夢
は
、
盲
目
の
子
供
を
背
負
っ
た

父
親
の
話
で
、
怪
談
的
性
格
の
濃
い
も
の
で
あ
る
。

あ
る
雨
の
降
る
晩
、
第
三
夜
の
主
人
公
は
六
つ
に
な
る
子
供
を
背
負
っ
て
歩
い
て
い
る
。
そ
の
背
中
の
子
供
は
、
盲
目
で
大
人
の
よ
う
な

言
葉
つ
き
で
話
し
、

一
種
の
予
知
能
力
を
そ
な
え
て
い
る
。
鷺
が
鳴
く
と
言
え
ば
鷺
が
鳴
き
、

石
が
立
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
言
え
ば
八
寸
角

の
一
七
が
立
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
井
守
の
腹
の
様
な
赤
い
色
で
字
が
ほ
ら
れ
て
い
る
。
我
子
な
が
ら
薄
気
味
悪
く
恐
怖
さ
え
感
じ
る
主
人
公

は
、
こ
の
子
を
閣
の
中
に
見
え
る
大
き
な
森
に
捨
て
る
こ
と
を
決
心
す
る
。
そ
う
し
て
雨
の
中
を
夢
中
で
歩
い
て
い
る
と
、

い
つ
し
か
森
の
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中
に
入
り
こ
み
、
背
中
の
子
供
が
、

「
此
処
だ
、
此
処
だ
。
丁
度
其
の
杉
の
根
の
処
だ
」
と
い
っ
て
、

百
年
前
の
丁
度
こ
ん
な
晩
に
お
れ
を

殺
し
た
ろ
う
と
言
う
。
主
人
公
は
、
こ
の
言
葉
を
聞
く
や
否
や
確
か
に
一
人
の
百
日
を
殺
し
た
と
い
う
自
覚
が
起
こ
り
、
自
分
は
人
殺
し

だ
っ
た
ん
だ
な
と
気
が
つ
い
た
途
端
、
「
背
中
の
子
が
急
に
石
地
蔵
の
様
に
重
く
な
っ
た
。
」
と
い
う
話
で
あ
る
。

（

1
）

（

2
）
 

こ
の
第
三
夜
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
典
拠
と
目
さ
れ
る
「
こ
ん
な
晩
L

型
の
民
話
や
歌
舞
伎
な
ど
の
伝
統
文
芸
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
第
三
夜
が
、

そ
う
し
た
民
話
や
伝
統
文
芸
の
上
に
成
り
立
つ
作
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

右
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
、
も
う
少
し
深
く
こ
の
夢
の
中
に
降
り
立
ち
、
第
三
夜
の
結
末
の
恐
ろ
し
い
自
覚
自
分
は
人
殺
し
で
あ
っ
た
と
い

う
自
覚
へ
の
伏
線
と
見
ら
れ
る
鷺
と
井
守
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
ま
ず
鷺
は
、
柳
田
国
男
の
「
野
鳥
雑
記
」
（
定
本
第
二
十
二
巻
）
に
、
「
信

ね
え

ず
る
人
が
も
う
少
な
く
な
っ
て
、
聴
衆
を
無
知
文
盲
の
幼
童
に
求
め
た
以
前
、
久
し
い
間
夜
の
烏
は
成
人
に
も
恐
れ
ら
れ
た
。
鶴
は
単
に
未

じ

ゅ

ど

ん

さ

ぎ

ふ

く

ろ

う

明
の
空
を
飛
ん
で
鳴
く
た
め
に
、
そ
の
声
を
聞
い
た
者
は
呪
言
を
唱
え
、
鷺
も
泉
も
魔
の
鳥
と
し
て
、
そ
の
異
常
な
挙
動
を
見
た
者
は
祭



を
し
た
」
（
十
八
）
と
あ
り
、

こ
れ
か
ら
鷺
が
魔
の
鳥
と
し
て
恐
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
に
対
す
る
信
仰

は
、
第
三
夜
の
鷺
に
と
っ
て
も
、

お
そ
ら
く
無
縁
で
は
な
く
、
伏
線
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
不
吉
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
機
能
は
、
第
三
夜

の
構
成
上
、
十
分
に
計
算
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

次
に
井
守
に
つ
い
て
見
る
と
、
倣
石
の
全
作
品
で
井
守
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
二
カ
所
だ
け
で
、

一
つ
は
、
こ
の
「
夢
十
夜
」
の
第
三
夜
で

つ
虞
美
人
草
」
の
中
に
見
ら
れ
る
。
両
作
品
の
執
筆
時
期
が
極
め
て
近
い
こ
と
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。

「
虞
美
人

あ
り
、
も
う
一
つ
は

草
」
の
井
守
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

ざ

ふ

も

っ

さ

ら

み

そ

か

よ

る

ひ

き

悲
劇
マ
ク
ベ
ス
の
妖
婆
は
鍋
の
中
に
天
下
の
雑
物
を
撞
ひ
込
ん
だ
。
一
れ
の
影
に
三
十
日
の
存
を
人
知
れ
ず
吹
く
夜
の
基
と
、

か

く

ゐ

も

り

き

も

ま

な

こ

か

は

ほ

り

を
黒
き
脊
に
蔵
す
蝶
蝶
の
謄
と
、
蛇
の
眼
と
踊
幅
の
爪
と
、
｜
｜
鍋
は
ぐ
ら
／
＼
と
煮
え
る
。
妖
婆
は
ぐ
る
り
／
＼
と
鍋
を
廻
る
。

の

ろ

い

く

よ

さ

び

く

ろ

が

ね

果
て
t
A

尖
れ
る
爪
は
、
世
を
阻
ふ
幾
代
の
錆
に
府
せ
謹
く
し
た
る
鍛
の
火
箸
を
握
る
。
走
え
立
っ
た
制
は
ど
ろ
／
＼
の
波
を
泡
と
共
に

燃
ゆ
る
腹

枯
れ
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起
す
o
l
l
l
讃
む
人
は
怖
ろ
し
い
と
云
ふ
。
（
十
）
（
傍
点
引
用
者
。
以
下
同
じ
。
）

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
マ
ク
ベ
ス
」
の
一
節
を
引
い
て
、
そ
の
妖
婆
の
不
気
味
さ
と
藤
尾
の
吋
の
滑
稽
さ
と
を
比
較
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
井
守
の
「
燃
ゆ
る
腹
を
黒
き
脊
に
繭
す
」
と
い
う
傍
点
部
分
の
形
容
の
仕
方
で
あ
る
。
こ
の
一
節
は
、

こ
こ
は
、

原
典
の
訳
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

第
一
の
魔
女
釜
の
ま
わ
り
を
ぐ
る
ぐ
る
廻
り
、
闘
っ
た
は
ら
わ
た
放
り
こ
め
。
（
三
人
は
各
の
周
聞
を
左
の
方
へ
め
ぐ
り
は
じ
め
る
）

が
え
る

ひ
き
蛙
、
冷
た
い
石
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
、
三
十
一
日
三
十
二
夜
、
眠
り
つ
ず
つ
け
て
、
み
の
汗
な
が
す
、
お
前
が
最
初
に
魔
法
の

そ
れ
、

釜
に
、
煮
え
ろ
、
煮
え
ろ
／

三
人
こ
の
世
の
憂
さ
も
、
辛
さ
も
、
倍
ま
し
だ
ぞ
、

ほ
の
お

そ
れ
、
焔
は
ご
う
ご
う
、

失
点
は
ぐ
ら
ぐ
ら
。
（
三
人
は
釜
を
掻
き
ま
わ
す
）



舌第

盲 の
蛇魔
の女
牙ミ
、お

とっ
かぎ
げは
の沼2
脚ぞ蛇3
にふの
巣、iぶ
の、うつ
翼、切
、り

だ

汗
…
え
ろ

焼
け
ろ
。

恐、
ろ、
し、ぃ、
ぃ、も、
禍、宇り、
し、、の、
が、眼、
湧、ゎ玉、
き、に
起、蛙
る、の

指
さ
き

ま
む
し

偏
幅
の
羽
に
犬
の
べ
ろ
、
腹
の

こ
の
ま
じ
な
い
で

さ
あ

地
獄
の
雑
炊
、

ぶ
つ
ぶ
つ
者
…
え

ろ
、
ぐ
ら
ぐ
ら
煮
え
ろ
。

二
人

こ
の
世
の
憂
さ
も
辛
さ
も
、
倍
ま
し
だ
ぞ
、
そ
れ
、
焔
は
ご
う
ご
う
、

釜
は
ぐ
ら
ぐ
ら
。
（
釜
を
掻
き
ま
わ
す
）
（
「
マ
ク
ベ
ス
」
第

四
幕
第
一
場
・
福
田
恒
存
訳
）

右
の
訳
文
お
よ
び
原
典
の
英
文
を
見
る
か
ぎ
り
、
激
記
の
「
虞
美
人
草
」
で
の
訳
は
原
典
に
忠
実
な
訳
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
な

り
の
省
略
と
原
典
に
な
い
誇
張
さ
れ
た
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

か

く

ゐ

も

り

き

も

き
脊
に
蔵
す
燦
螺
の
謄
」
と
訳
し
出
し
て
い
る
の
は
、
ヨ
一
口
う
ま
で
も
な
く
激
石
が
そ
の
腹
の
赤
い
色
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

（

6
）
 

赤
は
、
微
行
に
と
っ
て
禁
忌
の
色
で
あ
る
。

そ
の
際
、

「
い
も
り
の
限
玉
」
を
「
燃
ゆ
る
腹
を
児

ま
た
一
方
「
マ
グ
ベ
ス
」

の
い
も
り
は
、

ま
じ
な
い
の
た
め
の
地
獄
の
釜
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
魔
女
の
呪
い
に
深
い
関
わ
り
を
持
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と
が
融
合
さ
れ
た
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

つ
生
物
の
一
っ
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
、
こ
こ
で
は
英
文
学
に
お
け
る
い
も
り
の
別
性
と
激
石
固
有
の
赤
へ
対
す
る
感
情

ふ
く
ろ
う

ち
な
み
に
、
魔
女
の
煮
え
た
ぎ
る
地
獄
の
雑
炊
の
釜
に
は
、
そ
の
他
「
泉
の
翼
」

も
入
れ
ら
れ
る
。
巣
は
日
本
で
は
魔
の
鳥
、

イ
ギ
リ
ス
で
は
魔
女
の
ま
じ
な
い
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

「
夢
十
夜
」
の
第
九
夜
で
は
、
こ

の
長
が
陪
い
境
内
の
中
で
鳴
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
も
り
の
持
つ
不
吉
さ
は
「
マ
ク
ベ
ス
」
の
例
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
マ
ク
ベ
ス
」
の
中
の
「
こ
の
ま
じ

わ

ざ

わ

わ

わ

ざ

わ

な
い
で
、
恐
ろ
し
い
禍
い
が
湧
き
起
る
」
と
い
う
台
詞
も
第
三
夜
の
結
末
か
ら
考
え
て
、
い
も
り
の
持
つ
「
禍
い
し
の
前
兆
と
し
て
の
役
割

と
も
あ
れ
、

を
裏
付
け
て
く
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
鷺
や
井
守
が
第
三
夜
の
中
で
、

ど
の
よ
う
な
位
置
と
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
、
あ



る
程
度
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

杉
の
土
俗
的
信
仰

さ

っ

き

〈

つ

つ

雨
は
最
先
か
ら
降
っ
て
ゐ
る
。
路
は
だ
ん
／
＼
陪
く
な
る
。
殆
ん
ど
夢
中
で
あ
る
。
只
脊
中
に
小
さ
い
小
僧
が
食
付
い
て
ゐ
て
、
北
ハ
の

小
僧
が
自
分
の
過
去
、
現
在
、
未
来
を
悉
く
照
し
て
、
寸
分
の
事
実
も
洩
ら
さ
な
い
鏡
の
様
に
光
っ
て
ゐ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
自
分
の

め

く

ら

た

ま

子
で
あ
る
。
さ
う
し
て
盲
目
で
あ
る
。
自
分
は
堪
ら
な
く
な
っ
た
。

「
此
庭
だ
、
此
庭
だ
。
丁
度
其
の
杉
の
根
の
慮
だ
」

雨
の
中
で
小
僧
の
声
は
判
然
問
え
た
。
自
分
は
究
え
ず
留
っ
た
。
何
時
し
か
森
の
中
へ
一
辺
入
っ
て
ゐ
た
。

た
し
か

も
の
は
憶
に
小
僧
の
云
ふ
通
り
杉
の
木
と
見
え
た
。

お
と
つ

「
御
父
さ
ん
、
其
の
杉
の
根
の
慮
だ
っ
た
ね
」

一
間
ば
か
り
先
に
あ
る
黒
い
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さ
う
だ
」
と
思
は
ず
答
へ
て
仕
舞
っ
た
。

「
文
化
五
年
辰
年
だ
ら
う
」

成
程
文
化
五
年
辰
年
ら
し
く
思
は
れ
た
。

う
ん
、

「
御
前
が
お
れ
を
殺
し
た
の
は
今
か
ら
丁
度
百
年
前
だ
ね
」

自
分
は
此
の
言
葉
を
聞
く
や
否
や
、
今
か
ら
百
年
前
文
化
五
年
の
辰
年
の
こ
ん
な
閣
の
暁
に
、
此
の
杉
の
根
で
、

こ
つ
ぜ
ん

た
と
云
ふ
自
覚
が
、
忽
然
と
し
て
頭
の
中
に
起
っ
た
。

め
く
ら

一
人
の
盲
目
を
殺
し

第
三
夜
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
あ
た
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
百
年
前
に
盲
目
を
殺
し
た
場
所
が
、
杉
の
木
の
根
の
処
と
な
っ
て
お



り
、
倣
石
は
こ
れ
に
か
な
り
拘
泥
し
た
形
で
四
回
ほ
ど
繰
り
返
し
て
い
る
。

第
九
夜
で
も
や
は
り
杉
の
木
が
出
さ
れ
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

た

ん

ぽ

〈

ま

ざ

さ

片
側
は
田
圃
で
、
片
側
は
熊
佐
ば
か
り
の
中
を
鳥
居
迄
来
て
、

許
り
敷
石
侍
ひ
に
突
き
首
る
と
、

そ
れ
を
潜
り
抜
け
る
と
、

こ
だ
ち

陪
い
杉
の
木
立
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
二
十
問

こ

ず

ゑ

ふ

く

ろ

う

鳥
居
を
潜
る
と
杉
の
梢
で
何
時
で
も
巣
が
鳴
い
て
ゐ
る
。

古
い
奔
殿
の
階
段
の
下
に
出
る
。

（
中
略
）

若
い
母
親
が
三
つ
の
子
供
を
背
負
っ
て
、
夫
の
無
事
を
祈
る
た
め
に
近
く
の
神
社
へ
御
百
度
を
踏
み
に
行
く
場
面
で
あ
る
。
鳥
居
を
潜
る

と
「
暗
い
杉
の
木
立
」
に
な
り
、
そ
の
杉
の
梢
で
は
何
時
で
も
泉
が
鳴
い
て
い
る
。
巣
は
、
深
読
み
か
も
知
れ
ぬ
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

も

よ

め

結
末
の
「
か
う
云
ふ
風
に
、
幾
唯
と
な
く
ほ
が
一
舗
を
採
ん
で
、
夜
の
目
も
寝
ず
に
心
配
し
て
ゐ
た
父
は
、
と
く
の
昔
に
浪
士
の
局
に
殺
さ
れ

て
ゐ
た
の
で
あ
る
よ
と
い
う
悲
劇
の
前
兆
と
し
て
第
九
夜
の
閣
を
鳴
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
る
杉
の
木
も
不
気
味

で
あ
る
。
も
う
少
し
他
の
作
品
か
ら
杉
に
つ
い
て
の
描
写
を
追
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ち

ゃ

っ

ぽ

ふ

た

す

き

ま

空
は
茶
し
回
の
蓋
の
様
に
陪
く
封
じ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
何
庭
か
ら
か
、
隙
間
な
く
雨
が
落
ち
る
。
立
っ
て
ゐ
る
と
、
ざ
あ
っ
と
云
ふ
音

あ

た

そ

あ

た

き

わ

う

も

り

あ

た

が
す
る
。
是
は
身
に
着
け
た
笠
と
蓑
に
中
る
音
で
あ
る
。
夫
れ
か
ら
四
方
の
田
に
中
る
音
で
あ
る
心
向
ふ
に
見
え
る
貴
王
の
森
に
中
る
音
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も
遠
く
か
ら
交
っ
て
来
る
ら
し
い
。と

ず
ゑ

そ

L
ね
ん

森
の
上
に
は
、
黒
い
雲
が
杉
の
梢
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
て
奥
深
く
重
な
り
合
っ
て
ゐ
る
。
夫
れ
が
自
然
の
重
み
で
だ
ら
り
と
上
の
方
か
ら

か

ら

つ

下
っ
て
来
る
。
雲
の
足
は
今
杉
の
頭
に
絡
み
附
い
た
。
も
う
少
し
す
る
と
、
森
の
中
へ
落
ち
さ
う
だ
。

こ
れ
は
「
夢
十
夜
」
の
半
年
ほ
ど
後
に
、

「
夢
十
夜
」
の
よ
う
な
も
の
を
と
い
う
『
大
阪
朝
日
』
の
求
め
に
応
じ
て
書
か
れ
た
「
永
日
小

品
」
中
の
一
一
編
「
蛇
」
の
一
節
で
あ
る
。

「
蛇
」
は
、
雨
の
激
し
く
降
る
晩
、
叔
父
と
主
人
公
（
子
供
と
思
わ
れ
る
）

の
二
人
が
手
桶
を
提

げ
て
魚
を
獲
り
に
出
掛
け
る
話
で
あ
る
。
こ
の
話
に
は
叔
父
が
艇
と
間
違
え
た
蛇
を
投
げ
つ
け
た
と
こ
ろ
、
蛇
が
「
草
の
中
か
ら
む
く
り
と



鎌
首
を
L

も
た
げ
、

二
人
を
見
つ
め
て
、

「
費
え
て
ゐ
ろ
」
と
云
う
条
が
あ
り
、
背
景
の
陪
い
闇
と
激
し
い
雨
と
い
う
設
定
な
ど
か
ら
も

「
夢
十
夜
」
の
第
三
夜
に
通
じ
る
怪
談
性
が
認
め
ら
れ
る
。
と
も
か
く
こ
こ
で
も
杉
の
木
は
、

一
種
特
別
の
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
の
は
明

ら
か
で
あ
る
e

ま
た
「
虞
美
人
草
」
の
第
一
章
で
は
、
叡
山
に
登
る
甲
野
さ
ん
の
杉
に
対
す
る
異
様
な
眼
差
し
が
注
意
さ
れ
る
。

ざ

ふ

き

の

ほ

し

め

草
山
を
登
り
詰
め
て
、
雑
木
の
間
を
四
五
段
上
る
と
、
急
に
肩
か
ら
陪
く
な
っ
て
、
踏
む
靴
の
底
が
、
深
つ
ぼ
く
思
は
れ
る
。
路
は
山

あ
ふ
み

の
脊
を
、
西
か
ら
東
へ
渡
し
て
、
忽
ち
の
う
ち
に
草
を
失
す
る
と
す
ぐ
森
に
移
っ
た
の
で
あ
る
。
近
江
の
空
を
深
く
色
ど
る
此
森
の
、
動

か

み

か

み

い

く

へ

む

か

み

ど

か
ね
ば
、
そ
の
上
の
幹
と
、
そ
の
上
の
校
が
、
幾
重
幾
重
に
連
な
り
て
、
昔
し
な
が
ら
の
翠
り
を
年
毎
に
黒
く
畳
む
と
見
え
る
。
二
百
の

う

づ

み

こ

し

う

づ

う

づ

な

ほ

さ

ま

く

さ

ぽ

だ

い

う

づ

し

ん

／

＼

谷
々
を
埋
め
、
一
二
百
の
紳
輿
を
埋
め
、
二
一
千
の
悪
僧
を
埋
め
て
、
猶
余
り
あ
る
葉
一
畏
に
、
コ
一
貌
三
窓
口
提
の
悌
達
を
埋
め
謹
く
し
て
、
森
々

で
ん
げ
う
だ
い
し

と
中
空
に
鍾
ゆ
る
は
、
侍
教
大
師
以
来
の
杉
で
あ
る
。
甲
野
さ
ん
は
只
一
人
此
杉
の
下
を
通
る
。

さ
へ

右
よ
り
し
左
よ
り
し
て
、
行
く
人
を
雨
手
に
遮
ぎ
る
杉
の
根
は
、
土
を
穿
ち
石
を
裂
い
て
深
く
地
磐
に
食
ひ
入
る
の
み
か
、
徐
る
力

い
わ
ほ
て
い
し

に
、
跳
ね
返
し
て
暗
き
道
を
、
二
寸
の
高
さ
に
段
々
と
横
切
っ
て
居
る
。
登
ら
ん
と
す
る
岩
の
梯
子
に
、
白
然
の
枕
木
を
敷
い
て
、
踏
み

さ
ん
れ
い
た
ま
も
の

心
地
よ
き
幾
級
の
階
を
、
山
霊
の
賜
と
甲
野
さ
ん
は
息
を
切
ら
し
て
上
っ
て
行
く
。

ひ

か

げ

か

づ

ら

ま

っ

つ

る

行
く
路
の
杉
に
逼
っ
て
、
暗
き
よ
り
洩
る
斗
が
如
く
這
ひ
出
づ
る
日
影
蔓
の
、
足
に
纏
は
る
程
に
繁
き
を
越
せ
ば
、
引
か
れ
た
る
蔓
の

し

だ

長
き
を
停
は
っ
て
、
手
も
同
か
ぬ
に
、
朽
ち
か
L
A

る
歯
采
の
、
風
な
き
査
を
ふ
ら
／
＼
と
揺
く
。

「
此
所
だ
、
此
所
だ
」

と
宗
近
君
が
急
に
頭
の
上
で
天
狗
の
様
な
聾
を
出
す
。
（
一
）

こ
こ
は
、
甲
野
さ
ん
が
叡
山
の
杉
の
木
の
下
閣
を
一
人
歩
い
て
行
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
生
い
茂
っ
た
杉
の
木
の
中
を
通
り
な
が
ら
甲
野
さ
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う

づ

み

こ

し

ん
の
眼
は
、
杉
の
上
方
の
幹
や
枝
を
、
下
方
の
杉
の
根
を
見
つ
め
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
杉
の
木
が
「
二
百
の
谷
々
を
開
め
、
三
百
の
紳
興

を
魁
め
、
三
千
の
悪
僧
を
埋
め
」
、
「
三
貌
三
位
円
配
の
悌
達
を
恥
め
孟
く
し
て
し
い
る
と
述
懐
さ
れ
る
。
巾
野
さ
ん
の
杉
に
向
う
感
性
は
異
様

に
読
む
者
に
迫
る
。

（

8
）
 

こ
の
他
の
作
品
に
も
杉
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
箇
所
は
多
く
、

そ
れ
ら
は
い
す
れ
も
特
異
な
限
を
も
っ
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
時
に
は

回
以
怖
さ
え
お
ぼ
え
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
杉
の
捉
え
方
は
、
撤
石
川
出
向
の
詩
的
感
受
性
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
用
解
が
十
全
で
は
な
い
要
因
が
あ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

杉
l工

「
直
に
生
ふ
る
も
の
故
に
名
と
す
る
よ
し
広
葉
集
抄
に
見
え
た
り
、
げ
に
も
は
ら
紳
木
と
し
、

正
直
の
表
物
な
れ
ば
、

日
本
紀
に
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も
、
石
上
振
之
一
抑
制
、
高
葉
集
に
も
、
三
諸
の
岬
す
ぎ
な
ど
も
見
え
た
り
、

L

っ
倭
訓
架
し
前
編
十
二
須

と
あ
る
よ
う
に

名
の
山
来
が

真
直
に
伸
び
て
行
く
性
質
に
あ
る
こ
と
や
古
く
か
ら
神
木
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
瑚
解
さ
れ
る
。
ま
た
杉
は
、
こ
う
し
た
神
木
と
し

て
の
性
格
の
ほ
か
に
、
相
生
杉
、
争
い
杉
、
逆
さ
杉
、
注
連
杉
、
杖
杉
、
天
狗
杉
、
型
杉
、
化
物
杉
、
矢
立
杉
、
良
弁
杉
・
・
・
（
っ
日
本
昔

話
事
典
し
弘
文
堂
、

「
神
話
伝
説
辞
典
L

東
京
堂
）
と
い
っ
た
多
く
の
伝
説
を
か
か
え
持
つ
樹
木
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
伝
説
か
ら
杉
は
伝

承
性
豊
か
な
樹
木
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
が
全
国
に
広
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
な
ど
も
考
え
合
わ
せ
て
お

き
」
た
い
。

さ
て
、
杉
に
つ
い
て
は
ま
た
、
柳
田
国
男
の
「
神
樹
篇
し
（
定
本
・
十
一
巻
）
に
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
伝
説
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

土
佐
長
岡
郡
西
塑
永
村
の
薬
師
堂
の
逆
さ
杉
は
、
行
基
菩
薩
登
山
の
折
に
、
携
へ
来
た
る
杖
を
挿
す
と
謂
ふ
。
眼
を
病
む
者
此
木
に
析

れ
ば
霊
験
あ
り
と
信
ぜ
ら
れ
て
、
今
で
も
「
め
」
の
字
を
書
い
た
紙
方
が
、
樹
下
に
白
く
散
っ
て
居
る
。
曾
て
一
人
の
名
僧
が
登
っ
て
来



て
、
此
木
の
枝
で
眼
を
突
い
て
、
明
石
の
盲
杖
棲
と
は
ち
ゃ
う
ど
反
封
に
、
こ
t
A

で
盲
目
に
侍
っ
て
し
ま
っ
た
。
其
亡
魂
が
此
杉
樹
に

宿
っ
て
居
る
震
に
、
此
の
如
き
奇
瑞
で
あ
る
の
だ
と
も
侍
へ
ら
れ
る
。

柳
田
の
紹
介
し
て
い
る
こ
の
逆
さ
杉
伝
説
は
、
杉
の
木
の
校
で
日
を
突
い
て
百
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
杉
l
盲
目
の
関
係
と
、
そ

の
僧
の
亡
魂
が
杉
の
木
に
宿
っ
て
い
る
と
い
う
こ
点
に
お
い
て
興
味
を
引
か
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
第
三
夜
の
盲
目
を
殺
し
た
場
所

が
、
杉
の
根
の
処
と
い
う
設
定
に
直
接
は
結
び
つ
か
な
い
に
し
て
も
、
杉
に
こ
の
よ
う
な
伝
説
が
純
わ
り
つ
い
て
い
る
事
実
は
、
注
意
し
て

お
い
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

同
じ
よ
う
な
伝
説
に
「
天
皇
、
貴
族
、
高
僧
、
武
将
の
遺
骨
が
根
も
と
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
」
（
の
開
Z
H
N何
』

k
r
H
U
C
Z
R〉
四

植

物
編

坪
井
洋
文
）
姥
杉
伝
説
、

一
本
杉
伝
説
が
あ
る
。
杉
の
根
も
と
に
遺
甘
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
の
伝
説
は
、

や
は
り
杉
に
纏
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わ
る
伝
説
の
一
つ
と
し
て
記
憶
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
逆
さ
杉
伝
説
や
姥
杉
、

一
本
杉
伝
説
は
、
数
多
い
杉
に
つ
い
て
の
伝
承

の
中
で
、
杉
の
枝
l
盲
目
、
杉
の
木
l
亡
魂
、
杉
の
根
｜
遺
骨
｜
死
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
関
連
か
ら
、
第
三
夜
の
杉
に
近
い
内
容
を
有
し
て

い
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

杉
の
ほ
か
に
第
九
夜
で
は
、
古
い
槍
や
大
き
な
銀
各
が
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
の
樹
木
も
、

そ
の
背
景
を
探
れ
ば
神
話
伝
説
の
類
の
話
が
纏

た
と
え
ば
、
柏
は
神
話
で
は
、
素
安
他
阿
倍
吋
の
胸
毛
か
ら
作
り
出
さ
れ
て
「
瑞
宮
の
材
」
と
指
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

（

9
J
 

以
来
神
社
建
築
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
銀
杏
は
、
中
世
あ
た
り
に
仏
教
徒
が
原
産
地
で
あ
る
中
国
か
ら
宗
教

（刊）

木
と
し
て
持
ち
帰
っ
て
以
来
、
神
社
仏
閣
と
は
縁
の
深
い
結
び
つ
き
を
も
っ
樹
木
で
あ
る
と
い
う
。

わ
り
つ
い
て
い
る
。

激
石
の
作
品
に
お
け
る
檎
と
銀
杏
に
つ
い
て
の
描
写
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。



ぽ
ん
ぼ
り

槍
l
其
の
時
母
の
持
っ
て
ゐ
た
雪
洞
の
灯
が
暗
い
聞
に
細
長
く
射
し
て
、

す

ぎ

ひ

の

き

ね

も

と

い

た

X

こ
と
ご
と
あ
を
ぐ
ろ

杉
か
檎
か
分
か
ら
な
い
が
根
元
か
ら
頂
き
迄
悉
く
蒼
黒
い
中
に
、

百
高
本
の
檎
に
取
り
固
ま
れ
て
、

ひ
の
語
、

い
け
が
き

生
垣
の
手
前
に
あ
る
古
い
槍
を
照
ら
し
た
。

（
第
九
夜
）

（
「
草
枕
」

一、－〆

海
面
を
抜
く
何
百
尺
か
の
空
気
を
呑
ん
だ
り
吐
い
た
り
し
て
も
、

人
の
臭
ひ
は
中
々
取
れ
な
い
。

（
「
草
枕
」

一、、~’

ま

っ

さ

を

だ

け

せ

（
中
略
）
色
は
員
蒼
で
、
横
か
ら
日
の
差
す
所
丈
が
光
る
所
矯
か
、
陰
の
方
は
蒼
い
底
が
黒
ず
ん
で
見
え
た
。
尤
も
是
れ
は

こ
ん
も
り

日
の
加
減
と
云
ふ
よ
り
も
杉
檎
の
多
い
免
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
か
く
も
藷
欝
と
し
て
、
奥
深
い
様
子
で
あ
っ
た
。
（
「
坑
夫
」
）

あ

お

ひ

か

ふ

ち

け

む

障
子
を
明
け
る
と
月
夜
だ
。
目
に
燭
れ
る
た
び
に
不
愉
快
な
檎
に
、
蒼
い
光
り
が
射
し
て
、
黒
い
影
の
縁
が
少
し
姻
っ
て
見
え
る
。
袷

に
秋
が
来
た
の
は
珍
ら
し
い
と
思
ひ
な
が
ら
、
雨
戸
を
閉
て
た
。
（
「
一
二
四
郎
」
四
）

い

で

ふ

い

て

ふ

め

じ

る

し

っ

ち

ベ

い

〈

だ

お

っ

銀
杏
l
土
塀
の
績
い
て
ゐ
る
屋
敷
町
を
西
へ
下
っ
て
、
だ
ら
／
’
＼
坂
を
降
り
謹
く
す
と
、
大
き
な
銀
杏
が
あ
る
。
此
の
銀
杏
を
目
標
に
右

一
丁
許
り
奥
に
石
の
鳥
居
が
あ
る
。
（
第
九
夜
）

其
の
山
は

に
切
れ
る
と
、

- 63 -

銀
杏
は
そ
の
他
「
趣
味
の
遺
侍
」
に
お
け
る
寂
光
院
の
化
銀
杏
、

「
心
」
に
お
け
る
雑
司
ヶ
谷
の
一
本
の
大
き
な
銀
杏
な
ど
が
あ
る
。
こ

の
中
で
銀
杏
に
つ
い
て
は
、
実
方
清
氏
に
「
激
石
文
芸
に
お
い
て
は
銀
杏
の
イ
メ
ー
ジ
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
常
に
墓
参
、
寺
と
共
に
登

場
す
る
」
（
「
夏
目
激
石
辞
典
」
昭
U
・
4
・
清
水
弘
文
堂
）
と
い
う
指
摘
が
あ
り
、

ま
た
「
趣
味
の
遺
停
」
の
中
で
墓
場
の
入
口
に
あ
る
化

銀
杏
は
、
「
生
と
死
の
境
界
に
立
っ
て
い
る
」
、
「
異
次
元
の
境
界
」
（
越
智
治
雄
氏
「
激
石
私
論
」
昭
必
・

6
・
角
川
書
店
）
で
あ
る
と
す
る

め
じ
る
し

優
れ
た
見
解
が
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
第
九
夜
の
銀
杏
も
異
次
元
へ
の
「
目
標
」
と
し
て
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
大
き
な
銀
杏
の

向
側
が
異
次
元
、

つ
ま
り
死
の
世
界
へ
と
通
じ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
杉
も
檎
も
神
社
仏
閣
に
関
係
し
て
い
る
点
で
、
異
次
元
H
死
の
世
界
に

存
す
る
樹
木
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
激
石
の
作
品
で
杉
と
檎
が
同
時
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。



に
照
ら
し
出
さ
れ
る
の
は
、

ひ
の

bz

は
「
古
い
檎
」
に
よ
っ
て
も
張
ら
れ
て
い
る
。
夜
の
境
内
に
は
、
死
の
樹
木
・
杉
と
死
を
呼
ぶ
烏
・
巣
が
布
置
さ
れ
て
い
る
。

ひ

の

き

ぽ

ん

ぼ

り

ひ

槍
は
古
き
神
聖
な
る
世
界
へ
と
通
じ
る
こ
と
か
ら
激
石
の
作
品
で
は
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
誘
う
。
第
九
夜
の
「
古
い
檎
」
が
「
雪
洞
の
灯
」

づ
き
ん

「
月
の
出
て
ゐ
な
い
夜
中
」
に
「
黒
い
頭
布
を
被
つ
」
た
父
が
、
何
処
か
へ
出
て
行
く
時
で
あ
る
。
死
の
伏
線

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
激
石
の
杉
へ
対
す
る
異
様
な
感
性
は

一
つ
は
杉
が
神
社
仏
関
空
間
、

つ
ま
り
古
き
神
聖
な
る
世
界
H
絶

対
的
な
死
の
世
界
へ
通
じ
る
が
ゆ
え
の
死
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
を
も
の
が
た
つ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
、
杉

あ
が

は
今
ま
で
例
証
し
て
来
た
よ
う
に
、
古
来
か
ら
神
木
と
し
て
崇
め
ら
れ
多
く
の
伝
説
を
背
後
に
秘
め
て
い
る
樹
木
で
も
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

激
石
の
内
部
で
は
杉
に
そ
う
し
た
伝
承
が
、

い
く
つ
か
纏
わ
り
つ
い
て
い
る
こ
と
な
ど
自
明
の
こ
と
と
し
て
あ
り
、
伝
説
の
樹
木
と
し
て
の

杉
と
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
感
受
さ
せ
る
杉
と
が
昂
然
と
し
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
際
、
第
三
夜
・
第
九
夜
の
土
俗
的
世
界
や
第
三
夜
の
鷺
・
井

守
と
い
っ
た
不
吉
な
生
物
の
イ
メ
ー
ジ
の
配
置
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
第
三
夜
に
お
け
る
杉
は
、

や
は
り
先
の
生
物
と
同
じ
よ
う
に
計
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算
さ
れ
た
土
俗
的
な
信
仰
の
面
を
よ
り
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

激
石
は
江
戸
っ
子
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
民
俗
的
な
伝
承
を
生
育
期
に
見
聞
す
る
機
会
は
、

い
く
ら
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
当
然
、
激

石
の
英
文
学
的
な
高
い
素
養
と
と
も
に
そ
の
心
象
に
と
け
込
ん
で
い
た
知
識
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一一一、

天
探
女
伝
説

次
に
第
五
夜
の
背
景
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

か
み
よ

第
五
夜
は
「
神
代
に
近
い
昔
」
の
話
で
、
主
人
公
の
男
は
「
軍
」

ま

け

に
敗
北
て
捕
虜
と
な
り
敵
に
つ
か
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
男
は
当
時
の

習
慣
で
敵
の
大
将
に
「
死
ぬ
か
生
き
る
か
」
と
聞
か
れ
た
と
き
、
屈
服
し
な
い
方
の
立
場
で
あ
る
死
を
選
び
、

一
一
一
日
死
ぬ
と
答
え
る
。
そ
れ



で
敵
の
大
将
は
す
ぐ
に
剣
を
抜
い
て
殺
そ
う
と
す
る
が
、
男
は
「
死
ぬ
前
に
一
目
思
ふ
女
に
逢
ひ
た
い
」
と
い
っ
て
「
夜
が
明
け
て
約
が
鳴

一
方
女
は
、
白
い
裸
馬
に
乗
り
男
を
め
ざ
し
て
走
っ
て
来
る
が
、
し
か
し
た
ど
り
着
く
前
に
天
採
女
が
鶏

ひ
つ
め

の
声
を
真
似
た
た
め
に
女
と
馬
は
驚
い
て
か
、
岩
の
下
の
深
い
淵
に
落
ち
て
し
ま
う
。
最
後
は
「
蹄
の
跡
は
い
ま
だ
に
岩
の
上
に
残
っ
て
居

あ

ま

の

じ

ゃ

く

あ

と

あ

ま

の

じ

ゃ

く

か

K
き

る
。
鶏
の
鳴
く
真
似
を
し
た
も
の
は
天
探
女
で
あ
る
。
此
の
蹄
の
痕
の
岩
に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
問
、
天
探
女
は
自
分
の
敵
で
あ
る
。
Lあ

ま

と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
鶏
の
声
の
真
似
を
し
て
女
が
男
に
逢
い
に
来
る
の
を
邪
魔
し
、
し
か
も
死
に
追
い
や
っ
た
「
天

の

じ

ゃ

く

か

た

き

探
女
」
と
い
う
「
敵
」
が
登
場
す
る
。
こ
の
天
探
女
は
鶏
の
声
の
真
似
を
し
て
女
を
深
い
淵
に
落
と
し
男
と
の
再
会
を
永
遠
に
阻
止
し
て
し

く
迄
」

の
猶
予
を
与
え
ら
れ
る
。

ま
う
の
だ
が
、
あ
ま
の
じ
ゃ
く
が
鶏
の
声
を
真
似
て
何
か
の
邪
魔
を
す
る
と
い
う
話
は
、
昔
話
や
伝
説
に
そ
の
類
型
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
折
口
信
夫
が
壱
岐
に
行
っ
た
と
き
の
記
録
「
雪
の
烏
」
（
昭
和
二
年
九
月
頃
草
稿
l
全
集
・
第
三
巻
）

に
は
次
の
よ
う
な
話
が
紹
介
さ
れ

他
の
地
方
で
は
、
非
常
に
断
篇
化
し
て
ゐ
る
あ
ま
の
じ
ゃ
く
の
童
話
が
、
士
一
旦
岐
で
は
ま
だ
神
話
の
悌
を
失
は
ず
に
ゐ
る
。

（
中
略
）
岬
様
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て
い
る
。

ー

i
竹
田
ノ
番
匠
と
言
ふ
ー
ー
が
、
萱
岐
の
島
を
段
々
、
造
っ
て
行
っ
て
、
立
見
に
、
け
い
ま
ぎ
崎
の
庭
か
ら
封
岸
の
黒
崎
か
け
て
地
績
き

オ
J

ナ

に
し
よ
う
と
し
て
、
藁
人
形
を
三
千
睡
こ
し
ら
へ
、
此
に
児
ひ
を
か
け
、
は
た
ら
く
様
に
し
て
、

一
夜
の
中
に
造
り
上
げ
よ
う
と
し
た
。

あ
ま
ん
し
ゃ
ぐ
め
が
、
其
邪
魔
を
し
よ
う
と
、

ウ
チ

け
（
棄
置
け
）
」
と
叫
ん
だ
。

一
番
鶏
の
鳴
き
ま
ね
を
し
た
。

其
で
、

と
う
I
F＼
矯
事
は
出
来
上
ら
な
か
っ
た
。
共
橋
の
出
来
損
ね
が
入
り
海
に
残
っ
た
。
け
い
ま
げ
崎

で
あ
る
。

此
話
は
、
到
る
慮
に
類
型
の
分
布
し
て
ゐ
る
も
の
で
、
鬼
や
天
狗
な
ど
が
、
今
一
息
の
庭
で
鶏
が
鳴
い
た
局
、
山
・
谷
・
殿
堂
を
作
り
終

へ
な
か
っ
た
、
と
言
ふ
妖
怪
誇
に
近
い
も
の
と
し
て
、
残
っ
て
ゐ
る
。



こ
の
中
に
出
て
く
る
「
あ
ま
ん
し
ゃ
ぐ
め
」
は
、
「
あ
ま
の
じ
ゃ
く
」
の
発
音
が
諮
っ
た
も
の
で
あ
る

（
「
日
本
国
語
大
辞
典
」
）
。
折
口
が

引
い
て
い
る
こ
の
話
は
、
神
の
一
晩
で
の
国
作
り
を
邪
魔
す
る
た
め
に
、
あ
ま
ん
し
ゃ
ぐ
め
が
一
番
鶏
の
鳴
き
真
似
を
し
た
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
一
晩
だ
け
女
を
待
つ
こ
と
を
許
さ
れ
る
が
、
天
探
女
の
妨
害
に
よ
っ
て
二
人
の
再
会
は
阻
止
さ
れ
る
と
い

う
第
五
夜
の
構
造
に
つ
な
が
る
。

ま
た
柳
田
国
男
の
「
桃
太
郎
の
誕
生
」
（
定
本
・
第
八
巻
）

の
中
の
一
編
「
瓜
子
織
姫
」

ア

マ

ノ

サ

グ

メ

に
、
天
之
探
女
に
つ
い
て
考
察
し
た
章
が
あ
り
、

そ
の
中
に
や
は
り
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
が
鶏
の
鳴
く
真
似
を
し
て
神
の
為
事
を
妨
害
・
阻
止
す
る
と
い
う
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

諸
国
に
数
多
く
残
っ
て
い
る
一
夜
工
事
の
伝
説
に
、
神
が
鶏
の
声
を
ま
ね
て
鬼
の
計
画
を
中
止
せ
め
ら
れ
た
と
い
う
の
が
あ
る
か
と
思

〉
ワ
？
と
、

ま
た
一
方
に
は
そ
れ
と
反
対
に
、
神
や
偉
人
の
世
に
幸
い
せ
ん
と
す
る
企
て
を
、

ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
が
あ
ざ
む
い
て
さ
ま
た
げ
た
と

え

ん

ぎ

よ

う

じ

ゃ

ひ

だ

た

く

み

か
な
り
有
力
な
暗
示
の
よ
う
に
私
に
は
受
け
取
れ
る
。
佐
渡
で
は
役
の
行
者
と
飛
騨
の
匠
と
が
、
そ

〈

わ

え

や
は
り
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
の
鶏
の
戸
に
だ
ま
さ
れ
て
、
行
者
は
国
府
川
を
鍬
の
柄
三
た
け
掘
り
残
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い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
の
は
、

の
一
夜
の
工
事
を
競
争
し
て
い
た
際
に
、

し
、
匠
は
薬
師
宝
の
戸
を
一
枚
作
り
残
し
て
中
止
し
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
て
い
る
。
越
後
で
は
石
地
の
羅
石
明
神
が
、

け
ん
ぞ
く

岩
橋
を
か
け
よ
う
と
し
て
、
こ
れ
も
春
属
の
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
、

そ
の
佐
渡
の
島
へ

一
名
を
山
彦
と
い
う
な
ま
け
者
が
、
鶏
の
鳴
く
ま
ね
を
し
た
の
に
あ
ざ
む

か
れ
て
、
未
完
成
の
ま
ま
に
姿
を
隠
さ
れ
た
と
い
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
佐
渡
と
越
後
の
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ほ
か
四
国
そ
の
他
の
地
方
に
も
、
こ
の
種
の
類
型
的
伝
説
は
多
く
見
出
す

（日）

こ
と
が
で
き
る
。か

み
よ

第
五
夜
は
「
神
代
に
近
い
昔
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
折
口
と
柳
田
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
あ
ま
の
じ
ゃ
く
が
神
の

為
事
の
妨
害
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
ひ
び
き
合
う
。
第
五
夜
の
背
景
と
し
て
の
神
話
的
世
界
に
も
着
目
し
て
お
き
た
い
。



四
、
馬
蹄
石
伝
説

本
章
で
は
、
前
章
の
終
わ
り
で
触
れ
た
第
五
夜
の
神
話
的
世
界
に
か
か
わ
る
も
う
一
つ
の
伝
説
1

馬
蹄
石
伝
説
を
取
り
上
げ
た
い
。

は

っ

し

き

ざ

馬
は
前
足
の
蹄
を
堅
い
岩
の
上
に
護
矢
と
刻
み
込
ん
だ
。

女
と
女
が
乗
っ
て
来
た
白
い
裸
馬
は
、
天
探
女
の
策
略
に
よ
っ
て
深
い
淵
へ
と
落
ち
て
行
く
。
そ
の
際
に
馬
は
前
足
の
蹄
を
堅
い
岩
の
上

に
刻
み
込
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
馬
の
蹄
が
刻
ま
れ
た
岩
や
石
に
つ
い
て
は
、
馬
蹄
石
と
い
う
形
で
各
地
に
分
布
す
る
伝
説
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。

「
日
本
昔
話
事
典
」
の
「
馬
蹄
石
」

に
よ
れ
ば
、

岩
石
に
馬
の
蹄
の
跡
が
あ
る
と
い
う
伝
説
。
（
ま
た
、
馬
蹄
そ
の
も
の
の
形
状
を
持
っ
た
岩
を
指
す
場
合
も
あ
る
。
）
神
が
馬
に
乗
っ
て
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来
臨
し
た
跡
と
か
、
英
雄
が
乗
っ
て
い
た
愛
馬
の
足
跡
と
説
明
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
な
か
に
は
、
神
社
の
神
体
と
し
て
把
ら

れ
、
神
事
的
要
素
を
備
え
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
も
の
が
馬
蹄
石
伝
説
の
始
源
と
い
え
よ
う
。
静
岡
県
安
倍
郡
大
里
村

（
現
、
静
岡
市
安
倍
町
大
里
）

に
あ
る
駒
形
神
社
の
神
体
は
馬
蹄
石
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
神
が
乗
物
（
馬
）

に
乗
っ
て
や
っ
て
来
る
と
い

う
古
来
か
ら
の
信
仰
の
表
出
し
た
も
の
で
、
相
ら
れ
て
い
る
神
に
関
係
す
る
岩
石
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
い
る
。
（
以
下
略
）

と
あ
り
、

そ
の
伝
説
の
始
源
に
神
が
馬
に
乗
っ
て
来
臨
し
た
跡
で
あ
る
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
神
話
伝
説
辞

典
」
の
「
馬
蹄
石
」
に
は
、
女
と
白
馬
が
結
び
つ
い
た
形
の
伝
説
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

か

ほ

福
岡
県
嘉
穂
郡
に
は
天
女
の
池
が
あ
り
、
む
か
し
こ
の
池
に
天
女
が
白
馬
に
乗
っ
て
降
っ
て
き
て
人
間
に
嫁
し
た
。
馬
は
石
に
触
れ
て

死
に
、
石
面
に
は
六
、

七
ケ
所
に
馬
の
跡
が
あ
る
。
福
岡
県
太
宰
府
の
は
、
神
功
皇
后
が
三
韓
征
伐
の
と
き
、
こ
こ
の
宝
満
山
に
登
り
給

う
と
、
犬
神
が
馬
に
乗
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
馬
の
蹄
の
あ
と
が
つ
い
た
。
あ
る
い
は
天
武
天
皇
の
御
代
、

心
蓮
上
人
が
宝
満
山
に
入
っ



て
修
業
し
て
い
る
と
、
あ
る
日
高
貴
の
女
性
が
あ
ら
わ
れ
「
わ
れ
は
玉
依
姫
で
あ
る
。
民
を
護
り
国
を
安
ん
ず
る
た
め
こ
こ
に
久
し
く
留

ま
り
、
夷
敵
を
返
け
て
い
る
が

い
ま
お
前
の
法
に
よ
っ
て
現
れ
た
の
だ
」
と
告
げ
る
と
、
美
し
い
女
神
の
姿
は
厳
め
し
い
金
剛
神
の
姿

第
五
夜
の
冒
頭
に
は

と
化
し
、
竜
馬
に
乗
っ
て
雲
と
と
も
に
飛
び
去
っ
た
。
そ
の
神
馬
の
蹄
の
跡
が
こ
の
石
に
残
っ
た
と
も
い
う
。
（
以
下
略
）

「
何
で
も
余
程
古
い
事
で
、
神
代
に
近
い
昔
と
思
は
れ
る
し
と
あ
り
、
第
五
夜
の
深
い
闘
を
支
配
し
て
い
る
の

が
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
神
話
的
な
時
空
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
設
定
と
馬
蹄
石
の
伝
説
と
の
関
係
は
相
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

「
天
女
が
白
馬
に
乗
っ
て
降
っ
て
き
て
人
間
に
嫁
し
た
」
と
き
の
馬
の
蹄
の
跡
、
女
神
が
神
馬
に
乗
っ
て
天
上
に
帰
る
際
の
蹄
の
跡
、
と
り

わ
け
前
者
の
天
女
白
馬
結
婚
そ
し
て
白
馬
の
死
と
そ
の
蹄
の
跡
と
い
う
神
話
伝
説
の
存
在
は
、
前
章
で
見
た
天
探
女
伝
説
と
と
も
に

神
話
的
次
元
に
位
冒
す
る
第
五
夜
の
背
景
と
し
て
十
分
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

馬
蹄
石
伝
説
と
の
関
連
を
も
う
少
し
追
う
。

ひ

づ

め

あ

と

あ

ま

の

じ

ゃ

く

か

た

き

「
蹄
の
跡
は
い
ま
だ
に
岩
の
上
に
残
っ
て
居
る
し
っ
此
の
蹄
の
痕
の
岩
に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
問
、
天
探
女
は
自
分
の
敵
で
あ
る
L

あ
と

の
第
五
夜
の
蹄
の
「
跡
し
あ
る
い
は
「
痕
」
に
は
、
天
保
女
に
よ
っ
て
永
遠
に
女
と
の
再
会
を
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
主
人
公
の
怨
念
が
象
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〉ー

に一

徴
的
に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
馬
断
石
伝
説
に
お
け
る
神
来
臨
の
際
の
、
あ
る
い
は
天
上
へ
帰
る
際
の
神
馬
の
蹄
の
跡

に
は
怨
念
と
し
て
の
蹄
の
跡
は
無
関
係
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

こ
れ
が
時
代
を
へ
て
神
来
臨
の
信
仰
が
薄
れ
、
英
雄
の
伝
説
と
置
き
変
わ
っ

て
く
る
と
怨
念
と
蹄
の
跡
の
関
係
が
無
関
係
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
。

柳
田
国
男
は
書
い
て
い
る
。

多
ク
ノ
馬
蹄
石
一
一
モ
亦
英
雄
ノ
昔
語
リ
ヲ
伴
ヒ
居
リ
、
而
モ
一
々
ニ
右
モ
ラ
シ
キ
因
縁
ア
リ
ο



こ
の
あ
と
義
経
・
曽
我
五
郎
を
始
め
と
す
る
何
人
か
の
英
雄
が
残
し
た
と
さ
れ
る
馬
断
石
に
つ
い
て
述
べ
た
あ
と
次
の
よ
う
に
続
く
。

サ
テ
此
等
ノ
多
ク
ノ
伝
説
一
一
就
キ
テ
其
馬
主
ノ
生
涯
ヲ
比
較
ス
ル
一
一
、

一
二
ノ
例
外
ヲ
除
キ
テ
ハ
極
メ
テ
著
シ
キ
第
二
ノ
共
通
点
ア
ル
カ

ト
思
ハ
ル
。
即
チ
彼
等
ハ
単
一
二
代
一
方
ノ
英
俊
ナ
リ
シ
ト
云
フ
外
一
一
、
多
ク
ハ
イ
マ
ダ
齢
ノ
感
リ
ニ
於
テ
何
レ
モ
不
自
然
ナ
ル
死
ヲ
遂

ゲ
タ
ル
人
ナ
リ
。
有
余
ル
生
活
力
ヲ
鈴
尽
セ
ズ
、
而
モ
執
著
ノ
未
成
ラ
ズ
シ
テ
終
ヲ
取
リ
タ
ル
人
タ
チ
ナ
リ
。
身
ハ
サ
リ
一
ア
念
力
ソ
此
世

ニ
留
ム
ル
一
一
必
要
ナ
ル
条
件
ヲ
具
ヘ
タ
ル
人
々
ナ
リ
。
思
フ
ニ
我
等
ガ
相
先
ノ
特
一
一
重
要
視
セ
シ
ハ
此
未
了
ノ
念
力
ナ
リ
キ
。
（
中
略
）

然
ラ
パ
何
故
一
一
斯
ク
迄
弘
キ
信
仰
ガ
行
ハ
レ
タ
ル
カ
ト
問
ハ
ピ
、
是
レ
全
ク
前
代
人
ノ
霊
魂
不
朽
一
一
関
ス
ル
概
念
ガ
此
ノ
如
ク
ナ
リ
シ
結

果
ト
一
一
一
一
口
ブ
ノ
外
無
キ
ナ
リ
。
（
中
略
）

而
シ
テ
此
ノ
古
キ
意
味
一
一
於
ケ
ル
「
タ
斗
リ
し

ノ
神
徳
ヲ
、
最
モ
著
明
一
一
発
如
ス
ル
ニ
適
シ
タ
ル

ノ、

、

一
念
ノ
力
ノ
強
烈
ナ
ル
人
々
ガ
此
世
一
一
生
キ
残
シ
タ
ル
御
霊
ナ
リ
。
（
中
略
）

吏
ニ
遠
慮
無
キ
断
定
ヲ
口
ラ
許
ス
ナ
ラ
パ
、
彼
ノ
天
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満
大
自
在
天
神
ノ
信
仰
ノ
如
キ
モ
、
右
ノ
御
幸
ノ
思
想
ヲ
以
一
ア
ス
ル
一
一
非
ザ
レ
パ
之
ヲ
解
説
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
而
シ
テ
人

問
ニ
シ
テ
能
ク
巌
石
ノ
上
一
一
跡
ヲ
留
メ
タ
リ
ト
云
フ
ハ
、
即
チ
此
等
ノ
人
々
ノ
乗
馬
ノ
附
一
一
他
ナ
ラ
ザ
ル
ハ
、
誠
一
一
偶
然
一
一
ハ
非
ザ
ル
ナ

リ
。
（
以
下
略
）
（
「
山
島
民
諦
集
）
｜
馬
蹄
石
。
定
本
・
第
二
十
七
巻
）

右
の
引
用
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
岩
石
に
刻
み
込
ま
れ
た
馬
の
跡
の
跡
は
、
神
話
の
域
か
ら
離
れ
る
に
し
た
が
っ
て
英
雄
伝
説
と
結
び

つ
い
て
来
る
。
そ
の
際
、
英
雄
と
馬
蹄
石
の
結
び
つ
き
は
、
若
く
し
て
死
ん
だ
彼
ら
の
一
念
、
生
へ
の
執
着
と
が
一
つ
の
け
安
に
な
っ
て
き

て
い
る
。
ま
た
柳
田
の
説
く
よ
う
に
、
御
霊
の
す
さ
ま
じ
い
一
念
と
の
関
係
か
ら
魂
脱
永
住
と
巌
石
の
上
の
跡
を
考
え
る
な
ら
ば
、

一
層
怨

念
あ
る
い
は
執
着
と
馬
蹄
石
の
結
び
つ
き
が
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

あ
と

第
五
夜
の
岩
の
上
の
蹄
の
「
痕
」
に
は
、
主
人
公
の
怨
念
が
象
徴
化
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
が
ど
こ
ま
で
伝
説
に
お
け
る
出

念
・
執
着
の
馬
蹄
石
と
関
わ
っ
て
く
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
神
話
と
し
て
の
馬
附
行
の
他
に
、
附
の
跡
を
英
雄
の
魂
胞
と
結
び
つ
け



る
伝
説
が
日
本
全
国
に
多
く
残
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
指
摘
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。

五、

結

五口
コニ円
H

「
夢
十
夜
」
は
、
以
上
見
て
来
た
よ
う
に
意
外
に
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ッ
ク
な
要
因
を
多
く
含
ん
で
い
る
。

」
れ
は
、

「
夢
十
夜
」
の
淵
源
と

な
る
「
渓
虚
集
」
が
七
編
中
四
編
ま
で
を
イ
ギ
リ
ス
に
舞
台
を
と
り
、
う
ち
二
編
を
英
国
に
お
け
る
中
世
騎
士
伝
説
（
ア
l
サ

l
王
伝
説
な

ど
）
に
素
材
を
取
っ
て
い
る
こ
と
と
対
照
を
な
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
夢
十
夜
」
執
筆
前
後
に
は
潜
在
意
識
へ
の
関
心
が
急

激
な
高
ま
り
を
見
せ
て
お
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
激
石
が
意
識
に
対
す
る
無
意
識
、

（ロ）

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
潜
在
意
識
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
や
「
夢
十
夜
」
に
お
け
る
日
本
の
伝
説
の
取
材
は
、
激
石
の
こ
の
時

つ
ま
り
識
閥
下
の
暗
い
部
分
へ
と
目
を
向
け
は
じ
め
た

せ
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
英
文
学
的
要
素
が
全
く
見
ら
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

つ
ま
り
「
夢
十
夜
」
は
、

「
渓
虚
集
」
の
よ
う
な
英
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期
の
精
神
的
位
相
を
一
万
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
「
夢
十
夜
」
が
、
そ
う
し
た
日
本
の
伝
説
l
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ッ
ク
な
側
面
を
お
問
見

文
学
的
性
格
の
強
い
世
界
と
日
本
の
土
俗
的
世
界
と
の
深
い
交
感
が
認
め
ら
れ
る
作
品
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
夢
十
夜
」
の

世
界
は
、

日
本
の
土
俗
性
に
も
と
づ
く
イ
メ
ー
ジ
の
み
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
一
方
で
は
英
文
学
的
な
知
性
か

（日）

ら
来
た
文
学
的
発
想
を
い
く
つ
か
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
後
者
の
英
文
学
的
発
想
に
は
、
も
は
や
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
倣
石
の

西
欧
化
さ
れ
た
一
面
と
い
う
も
の
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
第
五
夜
の
背
景
に
は
先
に
、
天
探
女
伝
説
や
馬
蹄
石
伝
説
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
た
が
、
し
か
し
一
方
で
は

（

H
）
 

第
五
夜
の
女
に
、
北
欧
神
話
の
ヴ
ル
キ
イ
ル
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
る
説
も
あ
り
、
確
か
に
そ
う
し
た
非
日
本
的
な
要
素
も
認
め
ら
れ
な
く
は
な

い
。
こ
の
よ
う
に
「
夢
十
夜
」
は
、

一
方
で
は
日
本
の
土
俗
を
め
ざ
し
な
が
ら
、
も
う
一
方
で
は
常
に
西
欧
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
っ



て
い
る
と
い
う
点
が
特
徴
的
な
所
で
あ
る
。
こ
れ
は
激
石
の
精
神
の
在
り
処
、

つ
ま
り
、

日
本
の
土
俗
性
に
結
び
つ
く
先
天
的
な
刻
印
と
、

西
欧
の
洗
礼
を
受
け
た
高
度
な
知
性
と
い
う
後
天
的
特
質
の
同
次
元
的
存
在
を
示
す
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
激
石
に
お
け
る
精

神
の
対
極
は
、

お
そ
ら
く
観
念
的
に
は
土
俗
的
な
自
己
と
近
代
的
な
自
己
と
に
分
裂
し
な
が
ら
、

せ
め
ぎ
合
い
を
続
け
て
い
た
に
違
い
な

し、。

「
夢
十
夜
」
は
、

ま
さ
に
そ
う
し
た
観
念
の
相
加
が
夢
を
媒
介
に
止
揚
さ
れ
た
時
点
に
生
ま
れ
た
作
品
な
の
で
あ
る
。

付
記
塾
文
学
会
（
昭
和
弘
・

6
・

ω）
で
本
稿
を
発
表
し
た
際
、
池
田
弥
三
郎
教
授
に
、
杉
、
天
探
女
、
馬
蹄
石
に
関
す
る
資
料
は
、
い
ず
れ
も
民
俗

学
発
足
以
後
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
、
そ
う
し
た
文
献
の
み
で
明
治
四
十
一
年
の
「
夢
十
夜
」
と
各
伝
説
と
の
関
係
を
処
理
す
る
こ
と
に
は
問
題
が

残
る
と
い
う
指
摘
を
受
け
た
。
そ
し
て
明
治
期
に
お
け
る
各
地
の
風
俗
習
慣
、
民
俗
を
記
し
た
雑
誌
『
風
俗
画
報
』
（
明
治
2
・
2
！
大
正
5
・
3
・
東

陽
堂
）
を
見
る
こ
と
を
教
示
さ
れ
、
こ
れ
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
姥
杉
、
一
本
杉
に
近
い
伝
説
や
杉
の
木
の
下
で
お
こ
な
わ
れ
た
殺
人
の
伝
説
が
報
告
さ

れ
て
い
た
が
、
し
か
し
や
は
り
大
正
三
年
に
入
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
各
地
に
お
け
る
類
似
の
伝
説
の
存
在
は
確
認
し
え
て
も
資
料
と
し
て
は

「
夢
十
夜
」
よ
り
時
代
が
下
っ
て
し
ま
い
、
依
然
と
し
て
文
献
的
資
料
の
問
題
は
残
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
を
「
夢
十
夜
」
へ

の
一
視
点
、
一
問
題
提
起
と
し
て
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
櫓
谷
昭
彦
先
生
の
御
指
導
・
御
教
一
不
を
賜
わ
り
ま
し
た
。
記
し
て
心
か
ら
謝
意
を
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

- 71 -

注（

1
）
 

（

2
）
 

（

3
）
 

（

4
）
 

相
原
和
邦
氏
「
『
夢
十
夜
』
試
論

l
第
三
夜
の
背
景

l
」
（
昭
和
日
・
日
・
日
本
近
代
文
学
・
幻
）
に
「
丹
後
伊
根
の
昔
話
」
聞
こ
ん
な
晩
、
「
日

本
昔
話
集
成
」
鮒
こ
ん
な
晩
、
の
指
摘
が
あ
り
、
平
川
尚
弘
氏
「
子
供
を
捨
て
た
父

i
ハ

l
ン
の
民
話
と
瀬
石
の
『
夢
十
夜
』

l
」
（
昭
和
日
・

日
・
新
潮
）
に
出
雲
の
民
話
の
指
摘
が
あ
る
。

相
原
和
邦
氏
の
前
掲
論
文
に
指
摘
が
あ
る
。

同
論
文
に
す
で
に
指
摘
が
あ
る
。

「
虞
美
人
草
」
（
明
治

ω
・
6
・
幻
！
日
－

m
・
東
京
・
大
阪
朝
日
新
聞
）
、
「
夢
十
夜
」
（
明
治
抗
・

7
・お

1
8
・
5
・
東
京
朝
日
新
聞
、

7
・
Mm



6 5 

－

8
・
5
・
大
阪
朝
日
新
聞
）

「
い
も
り
の
眼
玉
」
は
、
原
典
の
英
文
で
は
「
何
百
。
片
足
当
ご
と
あ
り
、
そ
の
他
の
修
辞
は
な
い
。

ほ
ふ

υ
う

じ

ん

お

の

ひ

れ

の

づ

「
草
枕
」
に
お
い
て
赤
い
椿
は
、
「
あ
の
色
は
只
の
赤
で
は
な
い
。
屠
ら
れ
た
る
山
人
の
血
が
、
山
づ
か
ら
人
の
限
を
惹
い
て
、
白
か
ら
人
の
心
を

ひ
と

Y
ま

不
快
に
す
る
如
く
一
種
異
様
な
赤
で
あ
る
。
」
「
又
一
つ
大
き
い
の
が
血
を
塗
っ
た
、
人
魂
の
様
に
落
ち
る
c

」
（
十
）
と
い
う
ふ
う
に
、
山
や
死
の

や

へ

イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
去
現
さ
れ
て
い
る
。
「
そ
れ
か
ら
」
の
日
一
政
の
一
節
に
は
「
枕
厄
を
見
る
と
、
八
重
の
格
が
一
輪
脇
佳
の
ト
い
に
法
ち
て
ゐ
る
。

ゅ

う

ぺ

た

し

と

ひ

ま

り

代
助
は
昨
夕
床
の
中
で
槌
か
に
此
花
の
落
ち
る
音
を
聞
い
た
。
彼
の
ヰ
に
は
、
そ
れ
が
護
諜
盛
を
天
井
裏
か
ら
投
げ
付
け
た
ね
に
押
い
た
。
」
と

あ
り
、
こ
の
槽
の
落
花
に
よ
る
不
吉
な
幕
開
け
は
、
ラ
ス
ト
の
「
仕
舞
に
は
此
の
中
が
員
赤
に
な
っ
た
」
と
い
う
赤
い
運
命
に
照
応
す
る
よ
う
に

構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
色
彩
に
つ
い
て
触
れ
た
何
所
で
は
「
代
助
’
H
身
は
栢
荷
の
烏
店
を
見
て
も
散
り
好
い
心
持
は
し
な
い
じ
（
五
）
と
あ

か

ら

く

れ

な

ゐ

て

ん

た

う

す

は

う

る
。
こ
う
し
た
赤
に
対
す
る
感
覚
は
、
「
夢
十
夜
」
で
は
、
第
一
夜
の
「
唐
紅
の
天
道
」
、
第
七
夜
の
「
焼
火
箸
の
様
な
太
陽
」
「
蘇
防
の
色
」

に
わ
き
返
る
波
、
と
い
う
一
種
毒
々
し
い
赤
の
表
現
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

「
日
本
伝
説
研
究
」
第
三
巻
（
藤
沢
衛
彦
・
著
、
昭
和
6
・
9
・
六
文
館
）
の
「
巣
の
聾
と
侍
説
」
の
項
に
よ
れ
ば
、
長
は
い
え
那
で
は
忠
鳥
と
さ

あ

〈

て

う

ち

ょ

う

れ
、
「
思
鳥
人
家
に
鳴
け
ば
、
即
ち
死
亡
の
徴
」
な
ど
と
言
わ
れ
た
ら
し
い
。
こ
れ
は
日
本
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
引
け
う
。
主
た
巣
は
同
作

た

い

て

い

い

か

の
古
典
で
は
「
大
抵
災
厄
の
使
者
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
中
世
に
お
い
て
は
「
如
何
な
る
呪
文
で
も
、
不
士
け
を
知
ら
せ
る
東
が
川
立
の
叫
び
を
あ
げ

か
う
け
ん

な
け
れ
ば
、
そ
の
効
験
は
全
く
無
い
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
来
た
」
と
言
う
。
「
あ
の
呪
は
れ
た
る
フ
ォ
ル
レ
ス
の
蹟
野
の
魔
法
使
ひ
の
妖
婆
が
炊

い
て
ゐ
る
大
釜
の
吸
物
の
中
に
這
入
っ
て
ゐ
る
（
中
略
）
小
泉
の
翼
は
、
呪
固
と
に
於
け
る
効
力
の
必
須
要
素
と
さ
れ
た
。
力
、
グ
ベ
ス
」
の
城

内
の
場
面
、
あ
の
暗
黒
の
行
震
が
、
眠
っ
て
ゐ
る
ダ
ン
カ
ン
の
上
に
襲
ひ
か
L

ら
ん
と
し
た
時
に
、
キ
ャ

1
キ
ャ
！
と
叫
ん
だ
の
も
奥
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
最
も
巌
酷
な
夜
の
別
れ
を
告
げ
る
運
命
の
踊
れ
人
で
あ
る
」
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
も
あ
る
。

い

へ

ゃ

な

か

し

み

づ

ち

ゃ

う

え

ん

が

わ

「
そ
れ
か
ら
」

l
「
菅
沼
の
家
は
谷
中
の
清
水
町
で
、
庭
の
な
い
代
り
に
、
様
側
へ
出
る
と
、
上
野
の
森
の
古
い
杉
が
高
く
見
え
た
。
日
f
f

－
れ
が
ま

き

ぴ

あ

や

ほ

と

ん

ば

か

た
、
錆
た
織
の
様
に
、
頗
る
異
し
い
色
を
し
て
ゐ
た
。
其
一
木
は
殆
ど
枯
れ
掛
か
っ
て
、
上
の
方
に
は
丸
裸
の
骨
許
り
残
っ
た
所
に
、
タ
万
に
な

る
と
烏
が
津
山
集
ま
っ
て
鳴
い
て
ゐ
た
」
（
七
）
「
門
」
！
「
山
門
を
入
る
と
、
左
右
に
は
大
き
な
杉
が
あ
っ
て
、
高
く
内
工
を
遮
っ
て
ゐ
る
た
め

に
、
路
が
急
に
暗
く
な
っ
た
。
其
陰
気
な
空
気
に
触
れ
た
時
、
京
助
は
世
の
中
と
守
と
の
同
別
を
急
に
費
っ
た
。
静
か
な
境
内
の
入
什
に
立
っ
た

ふ

う

じ

ゃ

さ

む

け

彼
は
、
始
め
て
風
邪
を
意
識
す
る
場
合
に
似
た
一
種
の
悪
寒
を
催
し
た
」
（
十
八
）
「
聾
を
圧
す
る
杉
の
色
が
、
久
、
、
を
封
じ
て
黒
く
彼
の
後
に
免
え

た
」
（
二
十
一
）
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日
記
・
明
治
四
十
二
年
三
月
十
五
｜
「
森
の
杉
赤
黒
く
見
ゆ
」

断
片
・
明
治
四
十
三
・
四

l
「
大
久
保
か
ら
戸
山
へ
抜
け
る
慮
で
雨
に
逢
ふ
。
ど
う
せ
と
思
っ
た
か
ら
ズ
ブ
濡
デ
悠
々
と
あ
る
く
、
後
か
ら
馳
ケ

原

原

テ
通
り
越
す
も
の
が
あ
る
。
若
葉
が
仏

R
W
〔
な
〕
杉
を
背
長
一
一
シ
テ
軟
か
に
見
え
る
。
夫
か
一
粛
一
一
葉
ヲ
翻
ガ
〔
へ
〕
シ
タ
カ
カ
ラ
軟
カ
イ
持

ガ
急
ニ
凄
ま
じ
く
な
っ
て
背
長
ノ
杉
ノ
物
す
ご
い
色
ト
調
和
シ
タ
」

「
日
本
書
紀
」
巻
第
一
・
神
代
上
「
一
書
目
、
素
斐
鳴
寧
日
、
韓
郷
之
嶋
、
是
有
二
金
銀
4

若
使
五
日
見
所
御
之
園
、
不
v
有
二
浮
賀
－
者
、
未
一
一
是
佳
一

、

、

也
、
乃
抜
二
単
調
髭
一
散
之
。
郎
成
v
杉
。
又
抜
一
一
散
胸
毛
4

是
成
v
櫓
。
（
中
略
）
乃
稽
之
日
、
杉
及
椴
樟
、
此
一
雨
樹
者
、
可
ゴ
一
以
局
作
費
↓
柏
可
下
以

潟
ニ
瑞
宮
一
之
材
上
。
」
（
崎
一

F
相
対
白
）

ひ
わ
だ
ぷ

3

「
伊
勢
神
宮
の
初
年
ご
と
の
造
営
に
は
、
古
来
特
に
木
曾
か
ら
良
質
の
材
を
選
定
し
て
用
い
て
い
る
。
樹
皮
は
古
来
日
陀
担
に
川
い
ら
れ
、
柄
皮
百

と
呼
ば
れ
、
神
社
建
築
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
」
（
平
凡
社
、
世
界
大
百
科
事
典
）

「
樹
木
の
伝
説
」
若
松
多
八
郎
著
、
昭
和
日
・

3
・
東
北
出
版
企
両
。

銀
杏
の
伝
説
l
杖
銀
丹
、
乳
銀
杏
、
子
授
け
銀
丹
、
お
か
め
銀
杏
な
ど
（
神
話
伝
説
昨
山
ハ
）

橋
杭
岩
伝
説
な
ど
（
神
話
伝
説
辞
典
）

倣
石
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ

l
ム
ス
の
「
宗
教
的
経
験
の
諸
相
」
を
通
し
て
H
十
く
か
ら
無
意
識
、
治
主
意
識
に
つ
い
て
は
知
っ
て
い
た
が
、
こ
れ

が
重
視
さ
れ
て
く
る
の
は
「
夢
十
夜
」
の
前
に
ね
白
か
れ
た
「
坑
夫
」
あ
た
り
か
ら
で
あ
る
。
「
坑
土
人
」
で
潜
在
意
識
は
「
潜
伏
期
」
と
い
う
語
を

も
っ
て
と
か
れ
、
人
間
の
内
部
を
支
配
す
る
重
要
な
要
肉
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

第
一
夜
の
背
景
と
し
て
三
上
公
子
氏
は
テ
ニ
ス
ン
の
「
モ

l
ド
L

を
挙
げ
て
い
る
。
（
「
『
第
一
夜
』
考
」
川
町
和
日
・

3
・
国
文
目
白
）

ま
た
氏
は
同
論
文
で
か
メ
の
限
を
鏡
と
取
る
発
怨
は
英
文
学
か
ら
来
て
い
る
と
し
、
例
と
し
て
キ
l
ツ
の
詩
を
引
川
し
て
い
る
。

「
白
い
裸
馬
に
乗
っ
て
駆
け
つ
け
て
く
る

K
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
『
そ
れ
か
ら
』
の
「
七
」
に
出
て
く
る
「
ヴ
ル
キ
イ
ル
」
の
そ
れ
に
は
か
な
ら
な

あ
ま
の
じ
ゃ
〈

い
。
（
中
略
）
さ
て
、
ヴ
ル
キ
イ
ル
に
見
立
て
ら
れ
る
雄
々
し
く
美
し
い
救
い
の
女
騎
土
は
、
「
γ

大
阿
弥
女
」
の
出
現
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
る
」
（
竹

雌
天
雄
氏
「
イ
ロ
ニ
！
と
天
保
女

l
「
夢
十
夜
」
論
・
昭
和
日
・
日
・
国
文
学
）

「
ヴ
ル
キ
イ
ル
〈
丘
町
三
月
北
欧
神
話
に
出
て
く
る
人
物
。
戦
場
の
空
を
舞
い
、
名
誉
の
戦
死
者
を
天
同
に
案
内
す
る
十
二
人
の
少
女
の
一
人
」

（
岩
波
・
激
石
全
集
・
注
解
）
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