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ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
小
考

神
田

修

は
じ
め
に

日
本
民
俗
学
に
お
け
る
道
祖
神
研
究
史
は
、
柳
田
園
男
が
『
石
神
問
答
』
で
道
祖
神
に
言
及
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
極
く
端
的
に
言
え

ば
、
柳
田
は
こ
こ
で
、
民
間
の
道
祖
神
が
、
記
紀
以
来
の
書
物
に
見
え
る
「
塞
神
（
き
へ
の
か
み
）
」
の
流
れ
を
ひ
く
、
境
界
防
禦
を
本
義

と
す
る
神
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
は
今
日
で
も
定
説
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

(1
) 

し
か
し
、
こ
の
説
は
「
研
究
の
資
料
を
過
去
の
文
籍
に
覚
め
」
た
も
の
と
自
身
述
懐
す
る
よ
う
に
、
民
俗
事
例
の
比
較
研
究
か
ら
得
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
以
後
、
道
祖
神
に
つ
い
て
は
諸
先
学
に
よ
り
説
き
尽
く
さ
れ
た
感
も
な
い
で
は
な
い
が
、
そ
の
実
柳
田
の
説
の
演
緯
が

繰
り
返
さ
れ
た
の
み
で
、
民
俗
事
例
の
比
較
か
ら
帰
納
さ
れ
た
論
が
未
だ
だ
き
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
道
祖
神
研
究
は
、
そ
の
根
本
的
な

部
分
が
手
つ
か
ず
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

こ
の
神
の
研
究
史
の
中
で
、
取
分
け
不
幸
な
扱
い
を
受
け
た
の
が
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と
呼
ば
れ
る
神
で
あ
っ
た
。
『
分
類
祭
和
習
俗
語
葉
』



O
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン

(2
) 

道
祖
神
の
こ
と
。

云
々
と
あ
る
の
を
は
じ
め
、
他
の
民
俗
学
関
係
の
辞
典
・
事
典
を
播
い
て
も
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
を
単
独
で
項
目
に
立
て
た
も
の
は
な
く
、
道

祖
神
、
あ
る
い
は
塞
の
神
の
項
に

O

一
般
に
サ
へ
ノ
カ
ミ
と
呼
ば
れ
、

ど
う
ろ
く
じ
ん
（

3

）

ま
た
道
陸
神
と
も
い
う
。

(4
) 

な
ど
と
呼
ぶ
地
方
も
あ
る
。

(5
) 

O
サ
イ
ノ
カ
ミ
と
も
い
う
。
道
祖
神
と
呼
ぶ
地
方
も
広
い
。
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と
も
説
る
。

ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン

（
道
陸
神
）

O
サ
イ
ノ
カ
ミ
・
サ
エ
ノ
カ
ミ
（
塞
の
神
）

等
と
あ
る
よ
う
に
、
常
に
道
祖
神
ま
た
は
塞
の
神
の
下
位
概
念
の
よ
う
に
記
さ
れ
、

」
れ
ら
の
神
の
異
名
、
転
説
と
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ

2-

た
。
と
こ
ろ
が
奇
妙
な
こ
と
に
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と
い
う
神
を
単
独
で
研
究
し
た
も
の
も
、
道
祖
神
等
と
同
じ
神
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て

み
せ
た
論
文
も
、
一
つ
も
な
い
。
つ
ま
り
、
何
の
検
証
も
経
ぬ
ま
ま
に
は
な
か
ら
道
祖
神
で
あ
る
と
決
め
ら
れ
た
神
な
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
中
部
地
方
等
の
事
例
で
見
る
限
り
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と
道
祖
神
と
に
明
確
な
差
異
を
認
め
る
の
は
難
し
い
。
し
か
し
、
よ
く
調

べ
も
せ
ず
に
同
一
と
し
た
の
は
、
早
急
に
過
ぎ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

道
祖
神
と
同
一
と
さ
れ
た
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
は
、

そ
の
書
物
に
表
れ
た
歴
史
が
遅
れ
る
こ
と
を
以
っ
て
、
道
祖
神
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と

し
て
捉
え
ら
れ
た
。
道
祖
神
は
平
安
時
代
の
「
倭
名
類
取
水
紗
』
以
来
、
更
に
そ
の
和
名
サ
へ
ノ
カ
ミ
は
、
記
紀
に
ま
で
遡
る
と
さ
れ
る
神
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
は
、

せ
い
ぜ
い
近
世
に
な
っ
て
現
れ
る
新
顔
で
あ
る
。
し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
、
民
間
伝
承
の
古
さ

は
、
そ
の
記
載
き
れ
た
書
物
の
新
旧
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
し
、
そ
の
関
係
も
、
前
代
の
記
事
か
ら
後
代
へ
の
流
れ
と
は
限
ら
な
い
。

影
や
ど
う
ろ
く
じ
ん



十
三
や
l

の

き
あ
J、

ん
で
見
い~J:' 
し｜
やた
い（も
な旦ち

東
京
の
子
供
た
ち
が
明
月
の
下
、
影
踏
み
鬼
を
し
な
が
ら
歌
っ
た
唄
で
あ
る
。
は
じ
め
か
ら
道
祖
神
の
一
類
に
位
置
づ
け
ら
れ
、し
か
も

書
物
に
現
れ
た
歴
史
が
道
祖
神
よ
り
遅
れ
た
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
は
、
恰
度
道
祖
神
の
影
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。

民
俗
学
は
、
書
物
を
遠
ざ
け
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
、
対
象
が
民
俗
で
あ
る
以
上
、まず
そ
れ
な
り
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
な
は
ず

で
、
書
か
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
そ
れ
か
ら
で
も
遅
く
は
な
い
。
本
小
稿
で
は
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と
道
祖
神
の
関
係
を
一
旦
白
紙
に

戻
し
、
民
間
で
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と
呼
ば
れ
る
神
の
民
俗
事
例
か
ら
検
討
を
始
め
る
こ
と
に
す
る
。
以
下
、一
般
に
民
俗
学
で
い
う
道
祖
神
を

漢
字
表
記
し
、

こ
れ
に
対
し
て
個
々
の
名
称
を
指
す
場
合
、
片
仮
名
表
記
を
用
い
区
別
す
る
。
ま
た
、
各
々
の
カ
ギ
付
き
は
別
の
意
味
合
い3-

で
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

南
国
土
佐
の
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン

ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
、

地
域
や
人
に
よ
っ
て
は
ド
ウ
ラ
ク
ジ
ン
と
呼
ば
れ
る
民
間
信
仰
の
神
は
、
本
州
中
部
以
東
に
多
く
見
ら
れ
、
近
畿
の
数

県
、
更
に
高
知
を
中
心
と
す
る
四
国
に
も
分
布
す
る
。
全
体
と
し
て
東
に
偏
し
た
分
布
を
す
る
神
だ
が
、
そ
の
分
布
範
囲
の
西
端
、
高
知
県

に
、
今
ま
で
余
り
注
意
を
払
わ
れ
な
か
っ
た
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
が
存
在
す
る
。

（
イ
）
高
知
県
土
佐
郡
本
川
村
越
裏
門

明
治
の
末
年
頃
、
道
の
ま
ん
中
に
す
わ
る
時
に
、
「
ド
ウ
ロ
ク
神
様
、

(7
) 

て
い
た
。

よ
け
て
通
ら
っ
し
ゃ
れ
」
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
な
ど
と
い
っ



（
ロ
）
同
県
吾
川
郡
吾
北
村
小
川
新
別

道
の
ま
ん
中
で
腰
を
お
ろ
し
て
休
も
う
と
す
る
と
き
、

と
い
い
、
腰
を
お
ろ
す
前
に
「
道
の
ド
ウ
ロ
ク
神

ド
ウ
ロ
ク
神
と
ゆ
き
あ
い
に
な
る
と
、
病
気
を
し
て
た
い
へ
ん
な
こ
と
に
な
る

(8
) 

よ
け
て
通
ら
っ
し
ゃ
れ
」
と
い
っ
て
か
ら
腰
を
お
ろ
し
た
。

（
ハ
）岡
県
土
佐
郡
本
川
村
寺
川
・
吾
川
郡
吾
北
村
小
川

(9
) 

道
の
ま
ん
中
に
す
わ
る
も
の
で
な
い
と
い
う
。
す
わ
っ
て
い
る
と
、
道
礁
神
に
つ
き
あ
た
る
と
い
う
。

即
ち
行
逢
神
の
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
で
あ
る
。
行
逢
神
と
は

こ
れ
に
不
用
意
に
出
逢
う
と
激
し
く
崇
る
神
で
、
著
名
な
例
で
い
え
ば
西
日
本

に
多
い
ヒ
ダ
ル
神
や
、
中
国
・
四
国
地
方
の
ミ
サ
キ
神
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
行
逢
神
と
道
祖
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
論
考
は
な
い
で
も
な

い
が
、
道
祖
神
の
行
逢
神
と
し
て
の
性
質
に
考
察
を
加
え
た
も
の
は
、
管
見
で
は
見
当
た
ら
な
い
。

高
知
の
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
に
つ
い
て
、
更
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
今
挙
げ
た

イ

か
ら
（
ハ
）
の
例
か
ら

ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
が

-4 

道
、
そ
れ
も
土
の
中
を
初
復
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
窺
え
る
。
座
る
時
の
注
意
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
履
物
以
外
が
触
れ
て
は
な

ら
な
い
神
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

イ

（
ロ
）で
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
に
声
を
か
け
て
い
る
の
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、

」
ち
ら
か
ら
は
見

え
な
い
神
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が

ど
う
も
こ
の
神
は
目
が
見
え
な
い
ら
し
い
。
同
じ
く
盲
目
の
神
と
さ
れ
る
便
所
神
と
行
逢
う

の
を
防
ぐ
た
め
に
、
咳
払
い
等
を
す
る
の
と
類
似
し
た
行
動
と
言
え
る
。

次

こ
の
神
の
素
性
を
物
語
る
例
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

（
ニ
）
同
県
長
岡
郡
稲
生
村

土
佐
の
長
岡
郡
稲
生
村
で
は
旧
の
盆
の
十
六
日
の
宵
に
は
近
く
の
四
辻
（
四
辻
な
ら
何
処
で
も
ド
ウ
ラ
ク
サ
マ
と
し
て
）
へ
行
っ
て
ホ

ウ
カ
イ
（
お
盆
の
火
）
を
た
き
ま
す
。

こ
れ
は
ド
ウ
ラ
ク
サ
マ
に
行
路
の
災
厄
を
ま
ぬ
が
れ
る
様
祈
願
を
す
る
の
で
す
。
子
供
の
時
か



ら
「
四
つ
辻
に
は
不
意
の
死
を
し
た
人
の
霊
が
集
っ
て
ゐ
る
か
ら
た
、
ら
ん
様
に
よ
く
お
ま
い
り
せ
ん
と
い
か
ん
」
と
話
さ
れ
た
事
で

す
。

一
カ
所
ド
ウ
ラ
ク
様
を
並
べ
て
祭
っ
て
あ
り
ま
し
た
が
道
路
改
修
で
最
近
一
方
が
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
眼
病
に
利
く
と
は
云
わ
れ

（
叩
）

て
ゐ
ま
す
。

（
ホ
）
岡
県
香
美
郡
土
佐
山
田
町
楠
目

ド
ウ
ロ
ク
神
と
い
い
、
猿
田
彦
を
ま
つ
る
道
案
内
の
神
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
加
堂
は
も
と
よ
り
、
神
体
と
し
て
具
象
化
し
た
も
の
は

一
木
一
石
と
し
て
な
か
っ
た
が
、
か
つ
て
は
毎
年
の
盆
祭
り
の
祭
、
お
が
ら
を
挿
入
し
た
小
束
の
た
い
ま
つ
を
九
十
セ
ン
チ
l

一
・
三

（
日
）

た
い
ま
つ
に
火
を
点
じ
、
白
米
を
ま
き
、
水
を
注
い
で
拝
ん
だ
。

メ
ー
ト
ル
の
青
竹
に
き
し

こ
れ
を
道
の
辻
に
立
て
、

高
知
で
は
盆
に
こ
う
し
た
把
り
方
で
無
縁
仏
を
把
る
所
が
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
が
無
縁
仏
の
一
類
と
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
訣
る
。

の
例
で
「
不
意
の
死
を
し
た
霊
」
と
い
っ
て
い
る
が
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
自
身
の
こ
と
だ
ろ
う
。
加
え
て
、
〆’ー、、

一、、.＿.／

で
眼
病
に

-5-

御
利
益
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
は

こ
の
神
が
盲
目
で
あ
る
と
い
う
仮
説
の
傍
証
と
な
ろ
う
。
民
俗
に
お
い
て
は
盲
目
の
神
が
目
の
神
で

あ
り
、
足
の
不
自
由
な
神
が
足
の
神
と
い
う
よ
う
に
、
御
自
身
の
不
自
由
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
人
間
を
守
っ
て
く
れ
る
神
々
の
例
が
多
く
見

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た

こ
こ
の
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
は
、
時
間
に
よ
っ
て
居
ら
れ
る
所
が
違
う
と
い
う
。

（
へ
）
岡
県
幡
多
郡
大
正
町
打
井
川

ド
ウ
ロ
ク
神
は
、
午
前
中
は
道
の
沖
側
に
い
る
の
で
、

（
ロ
）

に
小
便
せ
ら
れ
ん
と
い
う
。

そ
の
方
に
は
小
便
せ
ら
れ
ん
。
午
後
は
道
の
山
手
の
方
に
い
る
の
で
、
そ
の
方

（
ト
）
同
県
幡
多
郡
大
正
町
・
同
郡
十
和
村

（
日
）

道
禄
神
は
午
前
中
道
ぷ
ち
に
お
り
、
夜
は
山
側
に
お
る
も
の
と
い
う
。



一
見
、
.－－、、

ロ

や
，－、、

/'-

の
「
道
の
ま
ん
中
」
云
々
と
い
う
例
と
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が

」
う
し
た
考
え
は
、
同
じ
く
ド
ウ
ロ
ク
ジ

ン
と
の
行
逢
い
を
避
け
る
た
め
に
案
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
昔
話
の
「
小
僧
と
和
尚
」
の
一
類
の
中
に
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。
道
端

で
小
用
し
よ
う
と
す
る
小
僧
｜
｜
村
の
子
供
、
旅
の
男
と
す
る
例
な
ど
も
あ
る
｜
｜
に
向
か
っ
て
、
和
尚
が
「
道
に
は
道
の
神
が
い
る
か

ら
。
」
と
、
そ
れ
を
許
き
な
い
。

田
に
し
よ
う
と
す
る
と
、
今
度
は
田
の
神
様
が
い
る
か
ら
と
い
う
。
同
じ
よ
う
に
し
て
山
・
川
で
も
用
を

足
す
こ
と
を
許
き
れ
な
か
っ
た
小
僧
は
、
我
慢
し
き
れ
ず
に
和
尚
の
頭
に
小
便
を
か
け
て
、
「
カ
ミ
が
な
い
の
は
こ
こ
だ
け
だ
。
」
と
い
う
、

た
わ
い
も
な
い
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
の
落
と
し
話
だ
が
、
こ
の
道
の
神
の
名
が
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
に
な
っ
て
い
る
例
が
、
徳
島
県
三
好
郡
東
祖

（M
）
（
日
）
（
時
）
（
口
）

谷
山
村
中
上
、
山
形
県
東
根
市
東
根
東
方
に
あ
る
。
因
み
に
岩
手
県
遠
野
市
、
同
県
江
刺
市
で
は
こ
れ
が
ド
ウ
ソ
ジ
ン
と
な
っ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
注
目
き
れ
る
の
は
、
道
・
田
・
川
・
山
に
は
各
々
そ
れ
を
領
く
神
が
居
ら
れ
る
と
い
う
意
識
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
お
ち
／
＼
用
も
足

せ
な
い
。
何
も
こ
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
か
ろ
う
が
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
の
居
ら
れ
る
所
が
時
間
に
よ
り
変
わ
る
の
は
、
人
聞
の
側
の
都
合
で

-6-

体
よ
く
線
を
ひ
か
れ
た
と
い
っ
て
良
か
ろ
う
。
そ
し
て

」
れ
が
更
に
範
囲
を
限
定
さ
れ
る
と

の
よ
う
に
あ
る
一
カ
所
で
組
ら
れ

る
形
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

土
地
を
領
く
神
、

そ
れ
も
地
中
を
初
僅
す
る
神
へ
の
信
仰
の
痕
跡
は
、
全
国
各
地
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
駈
矧
に
小
便
を
か
け
る
と
罰

が
当
た
る
と
い
う
俗
信
が
そ
れ
で

（
へ
）
・
（
ト
）の例
は

こ
れ
と
直
接
の
関
係
は
な
く
て
も
、
心
意
と
し
て
は
つ
な
が
っ
て
い
る
。
ド

ウ
ロ
ク
ジ
ン
は
姿
の
見
え
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
が
、
仮
に
姿
を
現
す
と
す
れ
ば
、
恰
度
こ
の
駈
矧
に
類
似
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
盲
目
の

神
と
さ
れ
る
の
は

」
う
し
た
具
体
的
な
生
物
か
ら
考
え
出
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。

以
上
見
て
き
た
様
な
地
中
を
初
律
す
る
と
い
う
性
格
は
、

ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と
呼
ば
れ
る
神
の
み
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
、
一
般
的
に
道
祖
神

の
範
時
に
含
ま
れ
る
サ
イ
ノ
カ
ミ
・
ド
ウ
ソ
ジ
ン
・
フ
ナ
ト
ノ
カ
ミ
等
に
は
確
認
で
き
な
い
。
論
考
を
進
め
る
便
宜
上
、
今
仮
に
こ
れ
を
乙



種
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と
し
、
他
の
道
祖
神
と
区
別
の
っ
け
難
い
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
を
甲
種
と
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
乙
種
の
広
が
り

行
逢
神
は
そ
の
性
質
上
、
捉
え
方
次
第
で
は
神
と
も
妖
怪
と
も
な
り
う
る
。
現
に
高
知
県
で
は
、

（
チ
）土
佐
の
山
村
に
出
る
妖
怪
を
言
ふ
諺
に
「
山
で
芝
天
狗
、

川
で
は
猿
族
、
道
で
は
道
様
神
」
と
言
ふ
｜
｜
後
略
｜
｜

と
い
う
事
例
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
隣
の
徳
島
県
で
は

や
は
り
一
種
の
霊
魂
で
あ
っ
て
川
で
は
川
み
さ
き
、

（
日
）

ク
ジ
ン
だ
と
い
い
、
あ
る
い
は
鳥
の
よ
う
に
飛
ぶ
神
だ
と
も
い
う
。

（
リ
）
徳
島
県
三
好
郡
で
い
う
ミ
サ
キ
は
、

山
で
は
山
ミ
サ
キ
、
道
で
は
ド
ウ
ロ

と
、
ミ
サ
キ
の
一
種
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
近
畿
地
方
へ
行
く
と
、
カ
マ
イ
タ
チ
の
別
名
と
さ
れ
て
い
る
例
が
見
え
る
。
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（
ヌ
）
京
都
府
北
桑
田
郡
知
井
村

道
を
歩
い
て
ゐ
て
転
ん
で
膝
頭
な
ど
鎌
で
切
ら
れ
た
や
う
な
こ
と
が
あ
る
。

（
却
）

神
に
ぶ
ち
当
た
っ
た
な
ど
と
い
ふ
。

」
れ
を
京
都
知
井
村
そ
の
他
で
は
カ
マ
イ
タ
チ
又
は
道
陸

（
ル
）
滋
賀
県
高
島
郡
朽
木
村
生
杉

道
を
歩
い
て
い
て
突
然
思
い
あ
た
る
ふ
し
も
な
い
の
に
傷
つ
い
た
り
、

（
況
）

か
ま
い
た
ち
に
か
ぶ
ら
れ
た
と
か
い
う
。

」
ろ
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
と
き
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ

ン
の
た
た
り
だ
と
か
、

こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
は
道
の
怪
の
汎
称
で
あ
っ
た
感
が
あ
る
。

そ
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
を
加
え
る
に
は
材
料

が
少
な
す
ぎ
る
の
で
措
く
が
、
行
逢
神
と
し
て
の
神
格
を
持
つ
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
が
、
京
都
・
滋
賀
に
も
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。



更
に
、
乙
種
と
考
え
ら
れ
る
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
は
、
愛
知
・
三
重
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ヲ
）
愛
知
県
北
設
楽
郡
稲
武
町
大
野
瀬

ド

l

ロ
ク
ジ
ン
と
い
い
、
盆
に
は
花
を
供
え
、

ム
ラ
の
入
口
や
出
口
に
肥
ら
れ
て
い
る
。
ド
l

ロ
ク

（
幻
）

ジ
ン
を
か
ま
う
と
腰
が
痛
く
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ド

l

ロ
ク
ジ
ン
は
地
神
と
も
い
い
、
開
墾
し
た
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
。

正
月
に
は
ニ
ュ
ー
ギ
を
供
え
た
。

こ
こ
で
は
あ
る
場
所
に
組
ら
れ
る
形
を
と
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
で
も
盆
に
杷
ら
れ
る
点
が

合
ご
・
（
ホ
）の
例
に
近
く
、
ま
た
地
神
と
も

い
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
、

乙
種
の
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と
捉
え
て
よ
い
と
考
え
る
。

続
い
て
、
隣
の
三
重
県
で
は
以
下
の
例
が
確
認
で
き
る
。

（
ワ
）
三
重
県
鈴
鹿
市

旧
椿
村
・
庄
内
村

道
ろ
く
神
は
季
節
に
よ
っ
て
、
ご
ざ
る
所
が
違
う
と
い
う
。
土
用
の
聞
は
、
土
に
杭
を
打
つ
て
は
な
ら
な
い
。
道
ろ
く
神
の
頭
に
ぶ
つ
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か
る
か
ら
で
、
も
し
打
つ
と
罰
が
あ
た
る
。
杭
は
土
用
前
に
打
て
と
い
う
。
道
ろ
く
神
は
土
の
中
の
神
様
、

（
幻
）

る
も
の
で
は
な
い
。

だ
か
ら
ど
こ
で
も
小
用
す

」
れ
に
つ
い
て
は
乙
種
と
考
え
て
良
い
と
思
う
が

こ
こ
で
も
そ
の
活
動
範
囲
が
高
知
の
も
の
よ
り
広
い
よ
う
で
、
そ
の
点
で
は
愛
知
の

例
に
近
い
。
ま
た
、
高
知
の
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
は
午
前
と
午
後
で
居
場
所
が
変
わ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、

」
ち
ら
は
季
節
に
よ
っ
て
違
う
ら
し

し 3
0 

」
う
な
る
と
神
去
来
の
意
識
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

(M
) 

三
重
の
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
に
つ
い
て
は
、
更
に
『
伊
賀
西
部
山
村
習
俗
調
査
報
告
書
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

は
三
ツ
辻
（
中
谷
）
、
四
辻
（
鵜
山
）
等
に
い
る
。
中
谷
で
は
こ

ド
ウ
ラ
ク
ジ
ン

伊
賀
全
域
）
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
（
西
高
倉
、
鵜
山
）

ん
な
所
を
通
る
時
は
ド
ウ
ラ
ク
ジ
ン
と
名
を
呼
ん
で
祭
れ
ば
良
い
と
い
い
、
ド
ウ
ラ
ク
ジ
ン
に
会
え
ば
足
を
ケ
ガ
す
る
と
も
い
う
。
奥



村
で
は
ド
ウ
ラ
ク
ジ
ン
は
子
供
に
多
く
崇
る
。
餅
米
と
線
香
を
た
い
て
拝
む
と
治
る
と
い
う
。

ド
ウ
ラ
ク
ジ
ン
は
良
く
な
い
霊
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
小
波
田
で
は
道
の
安
全
を
守
っ
て
呉
れ
る
と
い
っ
て
、
四
ツ
辻
に
石
像
を
た

て
花
を
供
え
、
道
祖
神
の
性
格
を
よ
く
止
め
て
い
る
。
黒
田
で
は
オ
ガ
キ
ハ
ン

（
餓
鬼
）だ
と
い
っ
て
い
る
。

直
接
に
乙
種
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と
考
え
ら
れ
る
事
例
は
実
は
こ
の
程
度
し
か
見
当
た
ら
ず
、
そ
の
分
布
が
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
信
仰
圏
全
体
か
ら

す
れ
ば
西
部
に
偏
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

と
す
る
な
ら
ば
、
乙
種
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
の
問
題
は
、
そ
の
分
布
地
域
に
還
元
し
て
考
察
す
べ

き
か
と
も
思
え
る
。

ヒ
ダ
ル
神
や
ミ
サ
キ
神
と
い
っ
た
行
逢
神
は
、
東
日
本
に
較
べ
て
西
に
濃
分
布
す
る
か
ら
、
そ
う
し
た
、
言
わ
ば
行
逢

神
信
仰
圏
と
も
言
う
べ
き
地
域
で
、
そ
の
神
格
を
変
化
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。

し
か
し
、
注
意
す
れ
ば
乙
種
の
分
布
は
も
っ
と
東
に
も
広
が
っ
て
い
る
。

長
野
県
上
水
内
郡
小
川
村
小
池
（
現
小
川
村
）
な
ど
で
ま
つ
ら
れ
る
神
。
隠
れ
道
礁
神
の
意
か
。

に
埋
め
、
上
に
高
く
ソ
ダ
を
積
む
。
神
体
は
円
形
の
石
と
石
棒
数
個
と
い
う
。

お
姿
は
始
終
隠
さ
れ
て
お
り
、
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ヨ

カ
ク
レ
ト
ウ
ロ
ク
シ
ン

土
中

今
ま
で
見
て
来
た
事
例
を
考
え
れ
ば
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
「
隠
れ
」
と
い
う
語
が
つ
い
て
い

る
点
な
ど
か
ら
は
、
普
通
の
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
は
隠
れ
て
い
な
い
も
の
と
い
う
意
識
が
窺
え
る
が
、
」
の
命
名
は
案
外
新
し
い
と
考
え
る
。

道
祖
神
の
祭
に
神
の
悪
口
唄
を
歌
う
所
は
中
部
地
方
に
多
い
が
、
長
野
県
の
北
部
、
ヨ

の
例
の
周
辺
の
地
域
で
は
、
次
の
様
な
唄
が

聞
か
れ
る
。

（
タ
）
長
野
県
飯
山
市
常
盤

ど
お
六
神
と
い
う
人
は

あ
た
ま
に
こ
っ
ば
つ
で
か
し
て

み
い
ち
の
ま
な
か
に
ね
こ
ろ
ん
で

豆
の
ね
い
ゆ
を
か
け
ら
れ
て

よ
し可



ゃ
ぐ
あ
ら
ん

（
出
）

よ
い
や
ぐ
あ
ら
ん

（
レ
）
同
右

ど
う
ろ
く
神
と
い
う
人
は

道
の
は
た
に
ね
て
い
て

針
を
ち
つ
く
り
き
さ
れ
た

（
幻
）

ヨ
イ
ヤ
ノ
ワ
l

ン

（
ソ
）
同
右
・
同
県
下
高
井
郡
木
島
平
村

ど
う
ろ
く
神
と
い
う
人
は

意
地
の
悪
い
人
で
道
の
傍
に
ね
て
い
て

小
豆
の
汁
を
か
け
ら
れ
た

よ
い
や
わ

（
羽
）

よ
い
や
わ

（
ツ
）
同
県
上
水
内
郡
信
濃
町

道
陸
人
と
い
う
人
は

よ
く
よ
く
の
馬
鹿
で

道
の
は
た
で
寝
て
て

パ
ク
に
シ
ッ
ペ
タ
か
じ
ら
れ
た

（
却
）

エ
ン
ヤ
ノ
ワ
l

イ

何
れ
も
道
に
寝
て
い
る
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
へ
の
悪
口
唄
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
が
歌
わ
れ
る
の
は
、
か
つ
て
こ
の
神
が
地
中
に
居
ら
れ
る
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と
さ
れ
て
い
た
痕
跡
と
考
え
ら
れ
る
。
恐
ら
く
こ
れ
ら
の
唄
は
、
高
知
県
の

イ

（
ハ
）
で
見
た
よ
う
な
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と
の
行
逢

を
避
け
る
為
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ラ
－
J

－
、

今
J
J
J

人
間
の
側
が
少
し
ば
か
り
優
位
に
た
っ
て
い
る
違
い
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
乙
種
の
痕
跡
は
も
う
一
つ
あ
る
。
始
め
に
挙
げ
た
影
踏
み
鬼
の
唄
が
そ
れ
で
、
「
私
の
影
は
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
、十
三
夜
の

牡
丹
餅
で
す
よ
。
踏
め
る
も
の
な
ら
踏
ん
で
ご
ら
ん
な
さ
い
。
」
、
と
い
う
唄
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
踏
ん
で
は
な
ら
な
い
、
踏
め
な
い
も
の
と

し
て
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と
牡
丹
餅
を
出
し
て
来
て
い
る
訳
で
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
浅
学
の
稿
者
に
は
踏
ん
だ
ら
勿
体
な
い
御
馳
走
の
意
味
と

ぐ
ら
い
し
か
考
え
つ
か
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
は
崇
ら
れ
る
か
ら
踏
め
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
今
と
な
っ
て
は
想
像
も

つ
か
な
い
が
、
東
京
に
も
か
つ
て
は
行
逢
神
の
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
が
い
た
の
で
あ
る
。



ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と
ド
ウ
ソ
ジ
ン

地
中
を
初
催
し
、
行
逢
う
と
崇
る
と
い
う
性
格
は
、

ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
に
の
み
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
仮
に
従
来
の
考
え
方
に
従
っ
て
こ
れ

に
説
明
を
つ
け
る
な
ら
ば
、
乙
種
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
は
、
そ
の
分
布
地
域
の
西
側
で
零
落
し
、
半
神
半
怪
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
、

地
域
的
変
種
と
す
る
に
は
あ
ま
り
に
分
布
が
広
く
、

ま
た
道
祖
神
の
う
ち
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と
呼
び
名
を
変
え
た
も
の
に
限
り
、

そ

の
神
格
を
変
化
さ
せ
た
と
は
考
え
難
い
。

結
局
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
を
道
祖
神
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
考
え
る
の
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
。
従
っ
て
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
を
認
め
る
よ
り
な
い
。
そ
し
て

こ
の
立
場
を
と
る
な
ら
ば
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
乙
種
は
、
道
祖
神
信
仰
と
混
請
す
る
以
前
の
ド
ウ
ロ
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ク
ジ
ン
信
仰
を
伝
え
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
か
ら
ド
ウ
ソ
ジ
ン
へ
の
変
化
は
、
別
の
方
面
か
ら
証
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
普
段
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と
呼
ん
で
い
る
神

を
、
少
し
格
式
ば
っ
て
ド
ウ
ソ
ジ
ン
と
言
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
こ
と
を
、
多
く
の
採
集
者
は
気
付
い
て
い
る
。

一
々
列
挙
し
な
い
が

れ

が
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
か
ら
ド
ウ
ソ
ジ
ン
へ
の
変
化
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
勿
論
、
何
が
し
か
の
教
育
も
関
与
し
て
い
る
の
だ
が
、
根
本
的
に
は
全

て
文
字
の
力
の
影
響
に
よ
る
。

道
祖
神
の
信
仰
形
態
の
一
つ
に
、
石
に
刻
ん
だ
文
字
｜
｜
字
碑
ー
ー
を
以
っ
て
神
体
と
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と
呼
ぴ
な

が
ら
字
碑
が
「
道
祖
神
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
例
は
枚
挙
に
逗
が
な
い
。
ま
た
、
茨
城
県
笠
間
市
本
戸
と
新
治
郡
八
郷
町
太
田
の
境
に
あ
る

（
初
）

「
道
祖
神
峠
」
は
「
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
ト
ウ
ゲ
」
と
訓
む
。

右
の
如
き
例
が
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
か
ら
ド
ウ
ソ
ジ
ン
へ
の
変
化
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
表
記
法
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。



「
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
」
を
「
道
祖
神
」
と
漢
字
表
記
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
逆
に
「
道
祖
神
」
を
「
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
」
と
訓
む
こ
と
は
、
ド

だ
う
ろ
〈
り
ん

ウ
ロ
ク
ジ
ン
信
仰
圏
外
で
は
あ
り
得
な
い
。
節
用
集
大
系
や
室
町
時
代
以
前
の
辞
書
・
字
書
を
検
索
し
て
も
、
「
道
祖
神
」
の
様
な
例
が
出

て
こ
な
い
こ
と
が
そ
れ
を
裏
付
け
る
。
「
道
祖
神
」
に
付
さ
れ
る
訓
み
は
、
「
だ
う
そ
じ
ん
」
か
「
き
い
｜
｜
あ
る
い
は
き
へ
、
さ
え
ー
ー
ー
の

か
み
」
で
あ
る
。

（
汎
）

と
い
う
こ
と
は
、
字
碑
造
立
の
時
点
で
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
が
道
祖
神
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
、
少
な
く
と
も
文
字
を
扱
え
る
者
に
は
存
在

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
勿
論
、

そ
の
神
格
を
古
書
と
照
合
し
て
と
い
っ
た
類
の
も
の
で
は
な
く
、
書
物
に
残
さ
れ
た
も

の
、
即
ち
由
緒
正
し
き
も
の
と
い
う
意
識
に
裏
付
け
さ
れ
た
、
短
絡
的
思
考
が
働
い
て
い
る
。

一
見
何
で
も
な
い
こ
と
の
様
だ
が
、
文
字
と
し
て
表
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
殊
に
字
碑
の
場
合
、
道
端
で
和
ら
れ
る
神
で
あ
る

性
格
上
、
常
に
人
々
の
目
に
触
れ
る
。
石
に
文
字
と
し
て
残
さ
れ
る
こ
と
は
、

口
頭
の
伝
承
と
異
な
り
、
半
永
久
的
持
続
性
を
持
つ
。そ
し
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て
こ
の
場
合
、
現
代
の
我
々
が
そ
の
音
に
忠
実
に
読
め
ば
「
ド
ウ
ソ
ジ
ン
」
と
し
か
読
め
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
様
に
、
機
会
さ
え
あ

れ
ば
何
時
で
も
そ
の
呼
称
が
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
か
ら
ド
ウ
ソ
ジ
ン
へ
と
変
わ
り
う
る
の
で
あ
る
。

事
実
、
か
つ
て
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
が
、
現
在
で
は
ド
ウ
ソ
ジ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
事
例
が
あ

る

（
泣
）

長
野
県
小
県
郡
依
田
窪
地
方
の
調
査
記
録
に
よ
れ
ば
、
明
治
生
ま
れ
の
人
は
皆
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
、
大
正
以
後
生
ま
れ
の
人
は
ド
ウ
ソ
ジ
ン

と
呼
ぶ
と
あ
る
。

こ
の
地
域
で
紀
年
銘
の
あ
る
最
古
の
字
碑
は
、
塩
川
の
南
方
に
あ
る
天
明
五

ご
七
八
五
）
年
の
も
の
だ
が
、
こ
れ
も
含

め
て
全
て
の
字
碑
が
「
道
祖
神
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
い
い
こ
と
ば
で
『
ど
う
そ
じ
ん
』
、わ
り
い
こ
と
ば
で
『
ど
l

ろ
く
じ

ん
』
」
と
多
く
の
老
人
が
語
っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
何
ら
か
の
教
育
の
力
も
与
っ
て
い
る
ら
し
い
が
、

い
ず
れ
に
し
ろ
「
道
祖
神
」
と
い
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文
字
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

同
様
に
、
文
字
に
よ
っ
て
呼
称
が
変
化
し
た
例
を
、
サ
イ
ノ
カ
ミ
に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
例
を
挙
げ
る
と
、
神
奈
川
県
足
柄
上

郡
山
北
町
は
、
町
内
二
十
基
の
字
碑
全
て
が
「
道
祖
神
」
で
あ
る
が
、
早
く
市
街
化
が
進
ん
だ
山
北
地
区
で
は
、
圧
倒
的
に
「
ド
ウ
ソ
ジ

ン
」
・
「
ド
ウ
ソ
ウ
シ
ン
」の
呼
称
が
優
勢
で
、
そ
の
周
辺
部
で
は
「
ド
ウ
ソ
ジ
ン
」
・
「
ド
ウ
ソ
ウ
シ
ン
」
と
「
サ
エ
ノ
カ
ミ
」
・
「
サ
イ
ノ
カ

ミ
」
、
「
セ
イ
ノ
カ
ミ
」
・
「
セ
エ
ノ
カ
ミ
」
と
が
半
々
ぐ
ら
い
、
戦
後
同
町
に
編
入
さ
れ
た
旧
共
和
村
、

旧
三
保
村
、

（
犯
）

の
四
地
区
で
は
逆
に
「
サ
イ
ノ
カ
ミ
」
系
の
呼
称
が
大
多
数
を
占
め
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

旧
清
水
村
、

旧
足
柄
村

内
山
の
一
部
で
あ
る
平
山
、

こ
う
し
た
事
例
か
ら
、
世
代
が
下
る
に
つ
れ
、
ま
た
市
街
化
が
進
む
に
つ
れ
て
、
即
ち
伝
承
基
盤
の
弱
体
化
が
進
む
に
従
っ
て
、
「
ド
ウ

ロ
ク
ジ
ン
」
、
あ
る
い
は
「
サ
イ
ノ
カ
ミ
」
が
「
ド
ウ
ソ
ジ
ン
」
と
呼
称
を
変
え
た
歴
史
を
持
つ
土
地
が
、
他
に
も
か
な
り
あ
っ
た
と
推
測
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き
れ
る
。
現
在
「
ド
ウ
ソ
ジ
ン
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
神
の
あ
る
部
分
は
、
古
書
に
散
見
す
る
「
道
祖
神
」
の
子
孫
で
は
な
く
、
文
字
を
媒
介

に
し
て
示
現
し
た
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
・
サ
イ
ノ
カ
ミ
の
末
な
の
で
あ
る
。

政
六
ご
八
二
三
）
年
の

江
戸
時
代
の
学
者
が
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
即
ち
道
祖
神
也
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
当
時
の
書
物
に
散
見
す
る
。

『
鹿
島
志
』
や
、
古
い
所
で
は
貞
享
三
（
一
六
八
六
）
年
の
「
百
物
語
評
判
』
巻
三
、
「
道
陸
神
発
明
の
事
」

一
、
二
例
を
挙
げ
る
と
、
文

σ〉

条

先
生
の
云
ら
く
、
世
人
の
い
は
ゆ
る
道
陸
神
と
申
は
、
道
祖
神
又
は
祖
道
と
も
云
り
、
旅
路
の
つ
つ
が
な
か
ら
ん
事
を
祈
る
神
な
り
、

左
伝
に
祖
す
と
云
る
も
、
此
神
を
祭
り
侍
る

云
々
と
あ
る
。
少
し
脇
道
に
逸
れ
る
が
、
題
名
に
百
物
語
と
あ
る
よ
う
に
、

」
の
書
物
は
山
岡
元
隣
宅
で
百
物
語
を
催
し
た
折
、元
隣
が
そ

の
話
毎
に
和
漢
の
故
事
を
ひ
い
て
評
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
怪
異
と
し
て
の
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
の
話
が
こ
れ
以
前
に
存
在
し
た
こ
と
を



物
語
る
。
そ
の
内
容
は
不
明
だ
が
、
恐
ら
く
一
、
二
で
見
た
類
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
同
書
に
は
カ
マ
イ
タ
チ
に
つ
い
て
の
記
事
も
あ

る
の
で

そ
れ
は
外
れ
る
。
話
を
元
に
戻
す
と

こ
う
し
た
書
物
が
直
接
の
典
拠
と
い
う
訳
で
は
な
か
ろ
う
が
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
が
道
祖
神

で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
分
か
る
。

サ
イ
ノ
カ
ミ
に
つ
い
て
は
今
は
措
く
が

一
方
、
「
ド
ウ
ソ
ジ
ン
」
か
ら
「
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
」
へ
の
呼
称
の
変
化
に
つ
い
て
は

そ
れ
を

一
部
す
事
例
も
、ま
た
変
化
せ
し
め
る
要
因
も
見
当
た
ら
な
い
。
と
な
れ
ば
、
民
俗
事
例
の
検
討
か
ら
言
え
ば
、
少
な
く
と
も
呼
称
に
限
っ
て

の
「
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
」
と
「
ド
ウ
ソ
ジ
ン
」
と
の
関
係
は
不
可
逆
な
変
化
の
流
れ
、
即
ち
「
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
」
か
ら
「
ド
ウ
ソ
ジ
ン
」
"""-
グ〉

一
方
通
行
で
あ
る
と
言
え
る
。

「
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
」
を
「
ド
ウ
ソ
ジ
ン
」
に
変
え
た
力
は
も
う
一
つ
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
民
俗
学
が
こ
の
二
つ
を
混
同
し
、ド

ウ
ロ
ク
ジ
ン
を
下
位
に
位
置
づ
け
た
こ
と
で

こ
れ
が
イ
ン
フ
ォ
l

マ
ン
ト
に
与
え
た
影
響
は
き
程
大
き
く
な
い
と
し
て
も
、
採
集
者
が
両
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者
を
区
別
せ
ず
に
記
録
し
た
感
の
あ
る
採
集
記
録
が
少
な
く
な
い
。
今
日
の
民
俗
学
が
あ
る
の
は
、
諸
先
輩
の
採
集
の
蓄
積
の
賜
物
で
あ

り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
全
く
頭
の
下
が
る
思
い
だ
が
、
自
分
も
含
め
て
、
採
集
の
際
の
先
入
観
に
は
注
意
す
べ
き
こ
と
を
改
め
て
痛
感
す

る

四

ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
信
仰
の
展
開

現
在
の
ド
ウ
ソ
ジ
ン
の
あ
る
部
分
は
か
つ
て
の
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
で
あ
っ
た
。
次
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
甲
種
と
乙

種
の
関
係
で
あ
る
。

両
者
の
違
い
は
、
あ
る
程
度
の
永
続
性
を
持
つ
具
象
物
、
最
も
代
表
的
な
例
で
い
え
ば
、
石
像
や
文
字
碑
な
ど
を
以
っ
て
祭
ら
れ
る
か
否



か
に
よ
る
。
折
口
信
夫
が
慎
重
に
「
進
化
」
を
避
け
て
「
進
展
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
よ
う
に
、
民
俗
は
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ

の
方
向
は
必
ず
し
も
一
方
向
と
は
限
ら
な
い
。
加
え
て
、
神
体
の
な
い
も
の
、
あ
る
も
の
、

そ
れ
件
＼
が
一
つ
の
信
仰
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

訳
で
は
な
い
か
ら
、
単
純
に
乙
種
か
ら
甲
種
へ
と
も
決
め
か
ね
る
。
し
か
し
、
巨
視
的
に
は
そ
の
流
れ
を
認
め
て
も
よ
い
。

神
体
、
そ
れ
も
石
と
い
う
材
料
で
そ
れ
を
造
る
こ
と
は

こ
の
信
仰
の
歴
史
に
お
い
て
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本

来
不
可
視
な
存
在
で
あ
っ
た
神
が
、
目
に
見
え
る
形
で
常
に
路
傍
に
居
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
段
階
か
ら
乙
種
に
変
わ
る

に
は
、
神
体
が
な
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
れ
は
変
化
で
は
な
く
、
信
仰
の
消
滅
を
意
味
す
る
。
勿
論
各
地
で
再
三
に
亙
る
淫
嗣

排
除
が
行
わ
れ
た
歴
史
が
あ
り
、
そ
の
中
に
こ
う
し
た
路
傍
の
神
が
あ
っ
た
こ
と
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
和
ら
な
く
な
っ

た
神
へ
の
後
日
痛
さ
か
ら
、
行
逢
神
が
意
識
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、

し
か
し
そ
れ
が
何
故
ド
ウ
ソ
ジ
ン
や
サ
イ
ノ
カ
ミ
に
見
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ら
れ
ず

ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
に
限
ら
れ
る
の
か
が
訣
ら
な
い
。

一
方
、
乙
種
か
ら
甲
種
へ
の
流
れ
で
捉
え
る
と
、
変
化
の
説
明
が
つ
き
易
い
。
絶
え
ず
目
に
見
え
る
形
で
一
箇
所
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
神

像
を
以
っ
て
瓶
ら
れ
る
と
、
神
は
ふ
ら
／
＼
と
出
歩
か
れ
る
こ
と
が
次
第
に
な
く
な
る
。

と
い
う
よ
り
も
、
先
述
の
よ
う
に
あ
ち
こ
ち
に
動

か
な
い
よ
う
に
一
定
の
場
所
に
一
耐
る
と
い
う
方
が
当
た
っ
て
い
よ
う
。
〆’ー、、

一一、、＿..／
、

ヲ

や

カ

の
小
波
田
の
例
等
が
こ
の
左
証
と
な
る
。

ま
た
、

乙
種
を
甲
種
の
前
に
置
く
な
ら
ば
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
に
の
み
地
中
を
初
律
す
る
行
逢
神
と
い
う
性
格
が
見
え
る
こ
と
の
説
明
も
つ

ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
信
仰
の
展
開
は
右
の
よ
う
に
考
え
る
が
、

乙
種
と
甲
種
の
信
仰
の
間
に
は
、
神
体
と
い
う
要
素
が
加
わ
る
こ
と
に
起
因
す

る
段
差
が
あ
っ
た
。
中
部
以
東
の
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
は
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
何
ら
か
の
神
体
を
以
っ
て
耐
ら
れ
る
が
、
）
こ
に
乙
種
の
信
仰
が

あ
ま
り
見
当
た
ら
な
い
の
は

」
の
段
差
が
あ
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
。



乙
種
か
ら
甲
種
へ
と
信
仰
が
変
化
す
る
に
至
っ
て
そ
の
一
部
が
ド
ウ
ソ
ジ
ン
と
名
称
を
変
え
た
。
三
で
触
れ
た
文
字
に
よ
る
影
響
は
、
こ

の
段
階
に
入
っ
て
か
ら
が
大
き
い
。
名
称
の
変
化
は
こ
れ
で
説
明
が
つ
く
と
し
て
も
、

そ
れ
で
は
、
何
故
別
系
統
か
ら
発
生
し
た
ド
ウ
ロ
ク

ジ
ン
が
、
他
の
道
祖
神
と
同
様
の
信
仰
を
持
つ
に
至
っ
た
か
が
問
題
に
な
る
。

当
然
一
つ
に
は
、
名
称
が
一
致
す
る
が
故
に
他
の
ド
ウ
ソ
ジ
ン
・
サ
イ
ノ
カ
ミ
の
持
つ
信
仰
が
伝
播
し
易
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

が
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
自
体
に
も
、
後
の
信
仰
発
生
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
も
含
め
て
多
く
の
道
祖
神
は
、ム
ラ
の
出
入

口
や
辻
等
に
組
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
場
所
は
、
周
知
の
通
り
境
界
と
い
う
概
念
で
捉
え
得
る
が
、
そ
こ
は
同
時
に
行
き
場
の
な
い
神
、
即
ち

場
と
の
結
び
つ
き
の
必
然
性
の
な
い
神
々
の
吹
き
溜
ま
り
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
道
祖
神
と
と
も
に
多
く
の
路
傍
の
神
が
併
杷
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
中
に
は
、
場
所
を
移
き
れ
た
こ
と
を
ム
ラ
人
が
覚
え
て
い
る
よ
う
な
も
の
も
あ
る
が
、

そ
れ
と
て
場
所
を
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移
す
に
際
し
て
何
故
そ
の
場
を
選
ん
だ
か
を
考
え
れ
ば
、
逆
に
こ
れ
も
一
つ
の
左
証
に
な
る
。
つ
ま
り
、
境
界
に
肥
ら
れ
る
神
は
、
何
も
も

と
か
ら
境
界
に
和
ら
れ
る
べ
く
し
て
杷
ら
れ
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
境
界
に
肥
ら
れ
る
こ
と
を
以
っ
て
境
界
防
禦

を
本
義
と
す
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
勿
論
信
仰
の
方
か
ら
境
界
に
和
ら
れ
た
神
も
あ
っ
た
に
相
違
な
い
が
、
全
部
が
全
部
そ
う
だ
と
考
え

る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
に
境
界
の
神
と
同
様
の
信
仰
が
見
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
和
ら
れ
た
場
か
ら
発
生
し
た
と
考
え
る

」
と
が
出
来
る
。

/ 

（
お
）

右
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
今
度
は
何
故
組
る
際
に
多
く
双
体
像
を
刻
ん
だ
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
殊
に
石
像
の
場
合
、そ
れ
を

刻
む
石
屋
の
漂
泊
の
民
と
し
て
の
性
格
上
、
彼
ら
の
移
動
に
伴
う
伝
播
が
あ
り
、
加
え
て
路
傍
の
神
で
あ
る
故
に
往
来
の
人
々
の
目
に
著
つ

き
易
か
っ
た
な
ど
、
伝
播
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
だ
ろ
う
が
、
も
う
一
つ
、

ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
自
身
に
内
在
す
る
双
体
像
と
な
り
う
る
要

素
が
あ
る
。



群
馬
県
、
茨
城
県
、
千
葉
県
な
ど
に
は
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
が
弁
天
様
に
片
恋
を
す
る
伝
説
が
聞
か
れ
る
。

（
ネ
）
群
馬
県
邑
楽
郡
千
代
田
町
赤
岩

む
か
し
、
道
陸
神
が
別
績
の
弁
天
様
に
恋
を
し
て
追
い
か
け
廻
し
た
。
弁
天
様
は
池
の
中
へ
逃
げ
こ
ん
で
一
本
橋
を
か
け
て
お
い
た
。

の
悪
い
人
は
道
陸
神
様
を
拝
ん
で
、

一
本
橋
を
渡
れ
な
い
で
、
泣
寝
入
り
し
て
、
池
の
傍
に
立
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

（
お
）

お
礼
に
わ
ら
じ
を
つ
く
っ
て
あ
げ
る
と
い
う
。

そ
の
た
め
足

と
こ
ろ
が
道
陸
神
様
は
一
本
足
で

こ
う
し
た
伝
説
は
、
道
端
に
ぽ
つ
ね
ん
と
一
人
で
立
っ
て
お
ら
れ
る
神
の
説
明
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
神
が
妻
を
求
め
て
い
る
こ
と
を

も
物
語
っ
て
い
る
。
心
や
さ
し
き
ム
ラ
人
が
こ
の
神
の
願
い
を
叶
え
て
き
し
上
げ
れ
ば
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
は
男
女
二
体
の
姿
で
和
ら
れ
る
こ

と
に
な
ろ
う
。

で
結
論
だ
け
述
べ
る
が
、
サ
イ
ノ
カ
ミ
に
は
考
え
う
る
限
り
で
二
系
統
、
道
祖
神
の
別
名
と
さ
れ
て
き
た
サ
イ
ノ
カ
ミ
と
、火
祭
り
の
系
統
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一
方
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
以
外
の
道
祖
神
に
も
、
双
体
で
杷
ら
れ
る
べ
き
要
素
は
勿
論
あ
っ
た
。
紙
面
の
都
合
で
詳
述
す
る
余
裕
が
な
い
の

の
サ
イ
ノ
カ

そ
の

生
業
の
盛
ん
な
ら
ん
こ
と
を
司
る
力
で
あ
り
、

そ
れ
は
同
時
に
ム
ラ
に
起
こ
り
う
る
、

一
切
の
災
い
を
排
除
す
る
力
で
も
あ
っ
た
。
仮
に
漢

字
で
表
せ
ば
「
幸
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
そ
の
性
格
か
ら
男
女
の
姿
を
と
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
男
女
一
対
で
あ
る
こ
と
も
、
境
界

の
神
故
に
生
じ
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

、
も
、7

一
占
山

こ
の
火
祭
り
の
系
統
の
サ
イ
ノ
カ
ミ
と
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
な
注
意
す
べ
き
事
例
が
見
ら
れ
る
。

ナ
）
神
奈
川
県
藤
沢
市
宮
前

道
祖
神
は
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
宮
の
大
門
の
そ
ば
に
あ
る
。
日
i
ω
年
前
に
、
オ
カ
リ
ヤ
と
い
う
四
角
な
小
屋
を
つ
く



り
、
子
供
が
村
中
か
ら
わ
ら
を
集
め
、
正
月
の
お
飾
り
や
門
松
・
だ
る
ま
な
ど
を
つ
く
っ
て
、

サ
イ
ト
（
サ
イ
ト
ヤ
キ
）

と
い
っ
て
日

日
の
朝
燃
や
し
た
。

（
幻
）

ぃ
、
フ
。

こ
の
と
き
だ
ん
ご
を
あ
ぶ
り
、
「
奉
納
道
祖
神
」
と
書
い
て
あ
げ
た
。
道
祖
神
と
書
く
が
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と

こ
う
し
た
、
祭
の
名
は
サ
イ
ト
、
あ
る
い
は
サ
イ
ノ
カ
ミ
と
い
っ
た
呼
称
で
あ
り
、

組
ら
れ
る
神
が
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と
い
う
例
は
か
な
り

拾
え
る
が

こ
の
逆
の
形
の
も
の
は
何
故
か
出
て
こ
な
い
。
こ
れ
は
も
と
祭
で
蹴
わ
れ
る
も
の
と
し
て
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
が
和
ら
れ
た
た
め

で

こ
こ
に
も
信
仰
の
混
合
の
一
要
因
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
信
仰
の
展
開
を
考
え
て
き
た
が
、
乙
種
が
遡
り
う
る
限
り
で
最
古
層
の
姿
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
奇
妙
な
名

の
由
来
を
物
語
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
民
俗
の
性
質
上
、
そ
れ
が
最
初
か
ら
の
も
の
と
は
言
え
な
い
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
他
よ
り
は

-18 

語
源
に
近
い
は
ず
で
あ
る
。

明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
成
立
だ
が
、

（
お
）

「
浪
華
百
事
談
』
巻
九
に
、
毎
年
十
一
月
十
六
日
、
天
王
寺
村
（
現
大
阪
市
天
王
寺
区
）
で
行
わ
れ

て
い
た
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
祭
り
に
つ
い
て
の
記
事
が
あ
り
、

そ
の
中
に
「
此
祭
り
を
道
禄
神
ま
つ
り
と
云
、
そ
れ
を
後
に
あ
や
ま
り
、
泥
く
じ

り
祭
と
よ
べ
り
」
云
々
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
当
時
天
王
寺
村
の
人
々
が
こ
の
祭
を
「
ド
ロ
ク
ジ
リ
祭
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と

は
誤
っ
て
と
し
て
い
る
が
、
案
外
こ
れ
が
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
の
語
源
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
く
じ
る
」
は
『
竹
取

（
却
）

物
語
』
に
ま
で
遡
る
古
語
で
、
「
物
を
っ
き
入
れ
て
ね
じ
る
ほ
じ
く
る
。
穴
を
掘
る
。
え
ぐ
る
。
う
が
つ
。
」
等
の
意
味
を
持
つ
。

が
訣
る
。
著
者
（
不
明
）

で
見
た
よ
う
な
、
地
中
を
初
復
す
る
と
い
う
性
格
か
ら
考
え
れ
ば
、
変
な
言
葉
だ
が
強
ち
否
定
も
で
き
な
い
。

語
源
解
釈
の
当
否
は
と
も
か
く
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
は
、

地
中
の
行
逢
神
か
ら
そ
の
神
格
を
変
え
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
信
仰
が
あ

ま
り
に
混
和
し
て
い
る
た
め
、
道
祖
神
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
捉
え
ら
れ
た
が
、
辿
り
う
る
限
り
で
は
あ
く
ま
で
道
祖
神
と
は
別
系
統
の



神
な
の
で
あ
る
。

我
々
の
道
祖
神
信
仰
は
、
遠
い
／
＼
昔
に
あ
っ
た
一
つ
の
信
仰
か
ら
枝
分
か
れ
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
小
さ
な
流
れ
が

支
流
を
つ
く
り
、

そ
れ
が
本
流
へ
と
流
れ
込
む
よ
う
に
、
全
体
が
道
祖
神
と
い
う
大
き
な
流
れ
に
向
か
っ
て
進
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

、
王

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

（
叩
）

（
日
）

（
ロ
）

（
日
）

(U
) 

（
日
）

（
凶
）

『
石
神
問
答
』
（
昭
和
十
六
年
十
一
月
再
刊
序
『
定
本
柳
田
園
男
集
一
二
巻
』
昭
和
五
O
年
・
筑
摩
書
房
）
所
収

柳
田
園
男
著
昭
和
三
八
年
・
角
川
書
店

『
民
俗
学
辞
典
』
民
俗
学
研
究
所
編
（
平
成
四
年
・
東
京
堂
出
版
）
「
ど
う
そ
じ
ん
」
の
項

「
民
間
信
仰
辞
典
』
桜
井
徳
太
郎
編
（
平
成
三
年
・
東
京
堂
出
版
）
「
ど
う
そ
じ
ん
」
の
項

『
日
本
民
俗
事
典
』
大
塚
民
俗
学
会
編
（
昭
和
五O
年
・
弘
文
堂
）
「
き
え
の
か
み
」
の
項

『
分
類
児
童
語
葉
』
柳
田
園
男
・
丸
山
久
子
著
（
昭
和
六
二
年
・
国
書
刊
行
会
）

「
日
本
民
俗
地
図
凹
』
文
化
庁
編
（
昭
和
五
O
年
・
国
土
地
理
協
会
）

同
（
7

）

「
土
佐
俗
信
抄
」
妖
怪
（
『
俗
信
の
民
俗
』
桂
井
和
雄
著
（
昭
和
六O
年
・
岩
崎
美
術
社
）
所
収
）

「
ド
ウ
ラ
ク
き
ま
」
橋
詰
延
書
（
『
民
間
伝
承
』
二
巻
二
号
（
復
刻
版
）
昭
和
六
O
年
・
国
書
刊
行
会
）
現
南
国
市
稲
生

同
（
7

）

同
（
7

）

同
（
9

）

『
日
本
昔
話
通
観
』
一
二
巻
稲
田
浩
二
・
小
沢
俊
夫
編
（
昭
和
五
三
年
・
同
朋
舎
出
版
）

同
（
H
）
六
巻
（
昭
和
六
一
年
）

同
（
U
）
三
巻
同
編
（
昭
和
六
一
年
）
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（
口
）

（
問
）

（
印
）

（
却
）

（
幻
）

（
幻
）

（
お
）

(M
) 

（
但
）

（
詑
）

（
お
）

（
鈍
）

（
お
）

同
（
日
）

「
土
佐
山
村
の
「
怪
物
と
怪
異
」
」
桂
井
和
雄
（
『
旅
と
伝
説
』

同
（
3

）
「
み
さ
き
」
の
項

『
山
村
生
活
の
研
究
』
柳
田
園
男
編
（
昭
和
五
O
年
・
国
書
刊
行
会
）
現
北
桑
田
郡
美
山
町

同
（
7

）

『
中
部
地
方
の
石
の
民
俗
』
堀
川
豊
弘
編
（
昭
和
六
二
年
・
明
玄
書
房
）

『
民
俗
探
訪
』
（
昭
和
四
七
年
・
民
俗
学
研
究
会
）

昭
和
四
七
年
・
三
重
県
教
育
委
員
会
編
・
刊
。
た
だ
し
姉
妹
編
の
「
伊
賀
東
部
山
村
習
俗
調
査
報
告
書
』
に
は
全
く
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
に
つ
い

て
の
記
述
が
な
い
の
で
、
全
域
に
分
布
す
る
と
い
う
の
は
分
か
ら
な
い
。
現
在
の
地
名
は
以
下
の
通
り
。
西
高
倉
｜
上
野
市
西
高
倉
、
鵜
山

｜
名
張
市
鵜
山
、
中
谷
｜
不
明
・
阿
山
郡
島
ケ
原
村
中
矢
か
。
奥
村
｜
阿
山
郡
島
ケ
原
村
奥
山
、
小
波
田
｜
名
張
市
小
波
田
、
黒
田
｜
名
張

市
黒
田
。

同
（
2

）

『
村
史
と
き
わ
』
室
月
圭
吾
編
（
昭
和
四
三
年
・
常
盤
村
史
刊
行
会
）

『
長
野
県
上
高
井
誌
』
歴
史
編
（
昭
和
三
七
年
・
上
高
井
教
育
会
）

同
（
幻
）

『
信
濃
町
史
』
（
昭
和
四
三
年
・
同
編
纂
委
員
会
）

「
角
川
地
名
大
辞
典
』
同
編
纂
委
員
会
編
（
昭
和
五
二
年
・
角
川
書
店
）
尚
、
同
様
の
例
は
栃
木
一
三
例
、
千
葉
二
一
例
、
群
馬
に
二
例
み

ら
れ
る
。

あ
く
ま
で
紀
年
銘
の
あ
る
も
の
に
限
る
の
で
、
多
少
遡
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
凡
そ
安
永
辺
り
か
ら
各
地
で
字
碑
造
立
が
始
ま
る
。

『
依
田
窪
の
道
祖
神
』
小
林
大
二
著
（
昭
和
四
七
年
・
丸
子
山
岳
会
）

『
神
奈
川
県
の
道
祖
神
調
査
報
告
書
』
（
昭
和
五
六
年
・
同
県
教
育
庁
文
化
財
保
護
課
）

「
徳
川
文
芸
類
衆4
』
（
昭
和
六
二
年
・
国
書
刊
行
会
）
所
収

石
像
以
外
に
も
、
木
や
藁
な
ど
で
人
形
を
作
る
所
が
多
く
あ
り
、
き
ま
ざ
ま
な
名
で
呼
ば
れ
な
が
ら
も
道
祖
神
だ
と
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
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一
五
巻
六
月
号
（
復
刻
版
）
昭
和
五
二
年
・
岩
崎
美
術
社
）

（
お
）

（
お
）

（
幻
）

（
お
）

（
初
）

（
初
）



（
お
）

（
幻
）

（
お
）

（
却
）

の
中
に
男
女
二
体
の
も
の
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
人
形
と
道
祖
神
の
石
像
と
に
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
、

神
野
善
治
氏
が
『
人
形
道
祖
神
』
（
平
成
八
年
・
白
水
杜
）
で
、
精
力
的
な
採
集
に
よ
る
豊
富
な
例
を
以
っ
て
論
じ
て
お
ら
れ
る
が
、
ど
ち

ら
が
先
で
も
、
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
て
男
女
一
対
の
神
と
考
え
ら
れ
た
が
故
に
双
体
像
で
組
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
問
題
な

『
日
本
伝
説
大
系4
』
渡
遁
昭
五
編
（
昭
和
六
一
年
・
み
ず
う
み
書
房
）

同
（
7

）

『
新
燕
石
十
種2
』
（
昭
和
五
六
年
・
中
央
公
論
社
）
所
収

「
日
本
国
語
大
辞
典6
』
（
昭
和
四
八
年
・
小
学
館
）
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