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芥
川
龍
之
介
の
賭
け

大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
三
月
、
芥
川
龍
之
介
は
英
語
の
教
鞭
を
執
っ
て
い
た

横
須
賀
海
軍
機
関
学
校
嘱
託
教
官
（
大
正
五
年
十
二
月
赴
任
）
の
職
を
辞
し
、「
永

久
に
不
愉
快
な
二
重
生
活
」
に
終
止
符
を
打
っ
た
。
す
で
に
文
壇
的
地
位
を
確
保

し
つ
つ
あ
っ
た
芥
川
は
、
作
家
と
い
う
「
自
分
の
し
た
い
と
思
う
仕
事
」
へ
の
希

望
を
胸
に
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
三
月
か
ら
社
友
と
し
て
迎
え
ら
れ
て
い
た

大
阪
毎
日
新
聞
社
へ
正
式
に
入
社
。
生
活
を
文
筆
業
一
本
に
絞
っ
た
の
で
あ
る
。

機
関
学
校
最
後
の
授
業
後
、
教
科
書
・
ノ
ー
ト
の
類
を
燃
や
し
た
行
為
か
ら
も
、

創
作
一
本
の
生
活
に
踏
み
切
る
覚
悟
の
程
は
十
分
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。

六
月
三
十
日
、
入
社
第
一
作
の
『
朝
』（
の
ち
『
路
上
』
・
全
三
十
六
回
）
連

載
開
始
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
は
思
う
よ
う
に
進
展
し
な
か
っ
た
。
結
局
、「
一

日
も
早
く
打
ち
切
り
た
い
」
と
い
う
本
人
の
強
い
希
望
で
中
絶
。
ほ
ろ
苦
い
思
い

の
残
る
入
社
第
一
作
で
あ
っ
た
。

金
沢
八
景
へ
傷
心
旅
行
に
出
掛
け
た
彼
は
、
風
邪
に
よ
る
発
熱
の
た
め
そ
の
地

で
入
院
す
る
が
、
こ
こ
で
書
か
れ
た
作
品
が
『
妖
婆
』（『
中
央
公
論
』
大
正
八
年

九
月
・
十
月
）
で
あ
る
。『
路
上
』
の
中
絶
か
ら
わ
ず
か
十
五
日
後
の
こ
と
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
作
品
に
寄
せ
る
意
欲
に
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ

た
と
想
像
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
作
品
に
対
す
る
当
時
の
批
評
は
あ
ま
り
芳
し
い
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、『
妖
婆
』
前
編
に
対
す
る
佐
藤
春
夫
の
批
評
は
以
下

の
如
く
で
あ
る
。

『
妖
婆
』
論

―
芥
川
龍
之
介
の
〈
神
〉、
そ
の
黒
い
微
笑
―
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芥
川
龍
之
介
君
の
「
妖
婆
」
は
噂
で
は
力
作
で
あ
る
と
い
ふ
風
に
聞
い
て

ゐ
た
。
け
れ
ど
も
私
に
は
そ
れ
が
あ
ま
り
力
作
ら
し
く
思
へ
な
い
。
或
は

も
し
そ
れ
が
力
作
で
あ
る
に
し
て
も
、
又
、
こ
れ
が
未
完
の
作
品
で
あ
つ

て
も
、
私
は
こ
れ
を
全
く
失
敗
の
作
で
あ
る
と
私
が
考
へ
る
こ
と
に
躊
躇

し
な
い
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
さ
う
し
て
私
は
こ
の
奇
異
な
世
界
を
と
り

扱
つ
た
作
品
を
見
て
も
、
私
に
は
そ
の
世
界
が
ど
う
も
一
向
に
感
じ
ら
れ

て
は
こ
な
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）
私
に
は
ど
う
し
て
も
こ
の
作
品
か
ら
、

凄
い
と
か
、
恐
ろ
し
い
と
か
、
厭
は
し
い
と
か
、
乃
至
そ
れ
に
類
似
し
た

や
う
な
種
の
ど
ん
な
感
情
を
も
、
さ
う
し
て
そ
の
感
情
が
齎
す
で
あ
ら
う

と
こ
ろ
の
戦
慄
の
快
感
と
い
ふ
風
な
も
の
を
、
私
は
少
し
も
感
ず
る
こ
と

が
出
来
な
い
。
忌
憚
な
く
言
ふ
と
、
こ
の
作
品
は
も
う
最
初
か
ら
失
敗
し

て
ゐ
る
や
う
に
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
。（
中
略
）
大
胆
に
も
芥
川
氏
は
こ
の

種
の
作
品
に
於
て
唯
一
の
力
で
あ
る
と
こ
ろ
の
空
想
上
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を

（
１
）

先
づ
無
視
し
て
か
か
つ
て
ゐ
る
や
う
に
私
に
は
思
へ
る
。

ま
た
、
久
米
正
雄
は
、『
妖
婆
』完
結
後
の
批
評
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

芥
川
龍
之
介
氏
の
今
年
の
作
品
は
總
じ
て
厭
な
も
の
ば
か
り
だ
つ
た
。
併

し
芥
川
氏
が
悪
作
を
書
き
出
し
た
と
い
ふ
事
は
、
芥
川
氏
の
油
断
が
見
え

た
と
い
ふ
よ
り
は
、
矢
張
り
一
種
の
転
機
に
あ
る
勢
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

芥
川
氏
が
「
妖
婆
」
の
や
う
な
も
の
を
書
く
程
大
胆
に
な
れ
た
事
は
皮
肉

（
２
）

で
は
な
く
彼
の
一
進
歩
だ
。

と
こ
ろ
で
、
同
じ
よ
う
に
批
判
さ
れ
た
南
部
修
太
郎
に
対
し
て
芥
川
は
、
反
論

と
し
て
次
の
よ
う
な
内
容
の
書
簡
を
数
日
間
に
わ
た
っ
て
書
き
送
っ
て
い
る
。

君
の
批
評
は
月
評
へ
ま
は
し
た
妖
怪
が
谷
崎
程
書
け
て
な
い
な
ど
と
云
ふ

の
は
目
青
葡
萄
の
如
き
も
の
の
云
ふ
事
だ
そ
の
内
に
日
曜
に
で
も
や
つ
て

来
給
へ
イ
ン
テ
レ
ク
ト
が
妖
怪
文
学
に
必
要
な
る
所
以
を
説
明
し
て
聞
か

（
３
）

せ
る
か
ら
。
あ
れ
で
も
路
上
よ
り
傑
作
だ
と
思
ふ
が
如
何

妖
婆
の
辯

一
、
我
等
が
佐
藤
春
夫
の
作
品
に
ヒ
ユ
ウ
マ
ン
イ
ン
テ
レ
ス
ト
な
き
を
不

足
と
す
る
は
彼
の
書
く
小
説
の
全
部
が
然
る
故
な
り
妖
婆
一
篇
に
ヒ
ユ
ウ

マ
ン
イ
ン
テ
レ
ス
ト
な
き
事
我
作
品
の
価
値
に
何
の
減
ず
る
所
か
是
あ
ら

ん二
、
僕
自
身
谷
崎
よ
り
遙
に
妖
気
あ
る
事
夙
に
菊
池
寛
の
證
明
す
る
所
な

り
妖
気
な
し
と
云
ふ
は
君
の
僕
に
関
す
る
知
識
不
十
分
よ
り
来
る

三
、「
指
紋
」
に
次
ぐ
事
甚
不
服
な
り
（
但
発
表
の
先
後
を
以
て
次
ぐ
と
す

る
な
ら
よ
し
）「
指
紋
」
と
僕
の
小
説
と
の
関
係
及
そ
の
次
ぐ
所
以
承
ら
ん

事
を
期
す

四
、
イ
ン
テ
レ
ク
ト
と
妖
気
と
の
関
係
亦
そ
の
節
に
譲
る

五
、
僕
豈
特
に
妖
婆
に
自
信
あ
ら
ん
や
鏡
花
に
去
る
遠
か
ら
ざ
る
は
自
ら

愧
づ
る
所
さ
れ
ど
君
の
理
窟
に
對
し
て
は
不
服
な
ら
ざ
る
を
得
ず
故
に
辯

（
４
）

ず
る
事
然
り
幸
に
来
つ
て
論
戦
す
る
事
を
吝
む
勿
れ

以
上
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し
か
し
、
様
々
な
『
妖
婆
』
前
編
評
に
自
尊
心
を
傷
つ
け
ら
れ
、
自
信
を
喪
失

し
た
の
か
、
こ
の
反
論
も
後
編
脱
稿
の
頃
に
な
る
と
次
の
よ
う
に
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン

す
る
。妖

婆
愈
出
で
ゝ
愈
愚
な
り
今
度
は
自
分
な
が
ら
辟
易
し
た
あ
や
ま
る
よ
僕

は
年
鑑
の
稿
が
出
来
な
い
の
で
旅
行
所
ぢ
や
な
い
小
説
は
愚
作
を
書
く
が

句
は
大
分
進
歩
し
た
敬
服
さ
せ
る
為
に
一
句
書
く
「
埋
火
の
仄
に
赤
し
わ

（
５
）

が
心
」

佐
藤
春
夫
ら
に
よ
る
厳
し
い
批
評
に
よ
っ
て
、
芥
川
自
身
も
『
妖
婆
』
に
失
敗

作
の
烙
印
を
押
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

入
院
中
「
不
快
は
な
は
だ
し
」
い
体
調
で
書
か
れ
た
『
妖
婆
』
前
編
。
秀
し
げ

子
へ
の
思
い
に
「
心
緒
乱
れ
て
止
ま
ら
」
ぬ
状
態
の
中
書
か
れ
た
後
編
。『
妖
婆
』

は
ま
さ
に
、
芥
川
最
悪
の
状
況
下
で
生
み
出
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

「
全
く
の
失
敗
作
」
と
し
て
周
囲
か
ら
批
判
を
浴
び
て
も
な
お
、『
妖
婆
』
の
モ

テ
ィ
ー
フ
へ
の
こ
だ
わ
り
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
芥
川
は
、
児
童
向
け

に
発
表
し
た
『
ア
グ
ニ
の
神
』（『
赤
い
鳥
』
大
正
十
年
一
月
一
日
・
二
月
一
日
）

に
そ
れ
を
持
ち
越
し
、
よ
り
完
成
度
の
高
い
形
で
作
品
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
佐

藤
春
夫
の
批
判
の
矛
先
が
向
け
ら
れ
た「
長
過
ぎ
て
読
者
が
離
れ
や
す
い
前
置
き
」

を
削
り
、
話
に
真
実
味
を
持
た
せ
る
た
め
に
は
「
今
日
こ
の
日
本
に
起
つ
た
事
」

と
し
な
い
で
「
昔
か
（
未
来
は
稀
で
あ
ら
う
）
日
本
以
外
の
土
地
か
惑
は
昔
日
本

以
外
の
土
地
か
ら
起
つ
た
事
と
す
る
よ
り
外
は
な
い
」（『
昔
』
初
出
未
詳
）
と
い

う
そ
れ
ま
で
の
姿
勢
に
立
ち
戻
っ
た
芥
川
は
、
舞
台
を
「
今
日
の
東
京
」
で
は
な

く
、「
支
那
の
上
海
の
町
」
へ
と
移
し
、
さ
ら
に
は
怪
奇
性
を
ぼ
や
け
さ
せ
て
い

た
恋
愛
譚
を
削
り
、
婆
の
死
の
描
き
方
を
後
に
人
か
ら
聞
く
間
接
話
法
か
ら
そ
の

死
に
直
面
す
る
形
の
直
接
話
法
に
切
り
換
え
る
こ
と
で
迫
真
性
を
増
幅
さ
せ
る
、

な
ど
の
手
を
加
え
、『
妖
婆
』
を
『
ア
グ
ニ
の
神
』
へ
と
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
た
の

で
あ
る
。あ

な
た
は
私
の
申
し
上
げ
る
事
を
御
信
じ
に
な
ら
な
い
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
い
や
、
き
つ
と
嘘
だ
と
御
思
ひ
な
さ
る
で
せ
う
。
昔
な
ら
知
ら
ず
、

こ
れ
か
ら
私
の
申
し
上
げ
る
事
は
、
大
正
の
昭
代
に
あ
つ
た
事
な
の
で
す
。

し
か
も
御
同
様
住
み
慣
れ
て
ゐ
る
、
こ
の
東
京
に
あ
つ
た
事
な
の
で
す
。

外
へ
出
れ
ば
電
車
や
自
働
車
が
走
つ
て
ゐ
る
。
内
へ
は
い
れ
ば
し
つ
き
り

な
く
電
話
の
ベ
ル
が
鳴
つ
て
ゐ
る
。
新
聞
を
見
れ
ば
同
盟
罷
工
や
婦
人
運

動
の
報
道
が
出
て
ゐ
る
。

さ
う
云
ふ
今
日
、
こ
の
大
都
会
の
一
隅
で

ポ
オ
や
ホ
フ
マ
ン
の
小
説
に
で
も
あ
り
さ
う
な
、
気
味
の
悪
い
事
件
が
起

つ
た
と
云
ふ
事
は
、
い
く
ら
私
が
事
実
だ
と
申
し
た
所
で
、
御
信
じ
に
な

れ
な
い
の
は
御
尤
も
で
す
。
が
、
そ
の
東
京
の
町
々
の
燈
火
が
、
幾
百
万

あ
る
に
し
て
も
、
日
没
と
共
に
蔽
ひ
か
ゝ
る
夜
を
悉
焼
き
払
つ
て
、
昼
に

返
す
譯
に
は
行
き
ま
す
ま
い
。
丁
度
そ
れ
と
同
じ
や
う
に
、
無
線
電
信
や

飛
行
機
が
如
何
に
自
然
を
征
服
し
た
と
云
つ
て
も
、
そ
の
自
然
の
奥
に
潜

ん
で
ゐ
る
神
秘
な
世
界
の
地
図
ま
で
も
、
引
く
事
が
出
来
た
と
云
ふ
次
第

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
ら
ど
う
し
て
、
こ
の
文
明
の
日
光
に
照
ら
さ
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れ
た
東
京
に
も
、
平
常
は
夢
の
中
に
の
み
跳
梁
す
る
精
霊
た
ち
の
秘
密
な

力
が
、
時
と
場
合
と
で
ア
ウ
エ
ル
バ
ツ
ハ
の
窖
の
や
う
な
不
思
議
を
現
じ

な
い
と
云
へ
ま
せ
う
。
時
と
場
合
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
に
云
は
せ
れ

ば
、
あ
な
た
の
御
注
意
次
第
で
、
驚
く
べ
き
超
自
然
的
な
現
象
は
、
ま
る

で
夜
咲
く
花
の
や
う
に
、
始
終
我
々
の
周
囲
に
も
出
没
去
来
し
て
ゐ
る
の

で
す
。

（『
妖
婆
』
冒
頭
）

『
妖
婆
』
は
、
語
り
手
の
「
私
」
が
「
銀
座
通
り
」
の
「
ア
ス
フ
ア
ル
ト
の
上

に
落
ち
て
ゐ
る
紙
屑
」
の
作
り
出
す
不
思
議
や
、「
人
気
の
無
い
町
を
行
く
赤
電

車
や
青
電
車
が
、
乗
る
人
も
な
い
停
留
所
へ
ち
や
ん
と
止
ま
る
」
不
思
議
な
ど
の

「
東
京
の
夜
の
秘
密
」
を
語
っ
た
後
、「
新
蔵
」
と
い
う
「
日
本
橋
辺
の
或
る
出
版

書
肆
の
若
主
人
」
が
「
か
う
云
ふ
不
思
議
に
出
遭
つ
た
事
が
あ
る
」
と
し
て
「
私
」

に
語
っ
た
妖
婆
の
話
が
紹
介
さ
れ
る
と
い
う
、
二
重
の
語
り
の
構
造
を
も
つ
。「
新

蔵
」
が
語
る
と
こ
ろ
の
「
肝
心
の
話
」
と
は
、
新
蔵
が
行
方
不
明
の
恋
人
を
探
し

て
友
人
の
泰
さ
ん
と
占
い
の
お
島
婆
さ
ん
の
所
を
訪
ね
る
と
、
当
の
恋
人
の
お
敏

が
お
島
婆
さ
ん
の
助
手
を
し
て
お
り
、
お
敏
は
遠
縁
の
お
島
婆
さ
ん
に
連
れ
て
こ

ら
れ
、
婆
さ
ん
は
婆
娑
羅
の
神
を
お
敏
の
体
に
神
下
し
し
て
妖
術
を
あ
や
つ
る
、

と
い
う
も
の
だ
。
新
蔵
と
泰
さ
ん
は
何
と
か
お
敏
を
取
り
戻
す
算
段
を
す
る
が
、

妖
婆
で
あ
る
お
島
婆
さ
ん
は
二
羽
の
黒
い
蝶
に
な
っ
て
つ
き
ま
と
っ
た
り
、
電
話

を
混
線
さ
せ
た
り
し
て
邪
魔
を
し
、
最
後
に
泰
さ
ん
は
お
敏
に
神
が
下
り
た
ふ
り

を
し
て
婆
さ
ん
を
欺
す
計
略
を
企
て
る
が
、
こ
れ
も
お
敏
が
本
当
に
神
に
取
り
憑

か
れ
、
失
敗
に
終
わ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ま
さ
に
万
事
休
す
と
い
う
と
き
に
、「
二

人
の
恋
の
邪
魔
」
を
し
た
お
島
婆
さ
ん
は
、
つ
い
に
呆
気
な
い
最
期
を
遂
げ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

二

妖
・
怪
・
魔
―
芥
川
の
愛
し
た
も
の

幼
少
の
頃
か
ら
芥
川
は
、
養
父
母
に
聞
い
た
妖
怪
譚
を
書
き
溜
め
る
な
ど
し
て

（
６
）

き
た
（『
椒
図
志
異
』
大
正
元
年
）。
芥
川
は
、
妖
怪
あ
る
い
は
妖
怪
譚
に
強
い
興

味
・
関
心
と
恐
怖
心
を
抱
き
、
同
時
に
そ
れ
ら
を
身
近
な
存
在
と
感
じ
て
育
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
彼
が
親
し
み
、
愛
読
し
た
文
学
に
も
自
ず
か
ら
共
通
し

た
傾
向
が
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
河
童
の
考
證
は
柳
田
國
男
氏
の
山
島
民
譚
集

に
尽
し
て
ゐ
る
」（「
水
怪
」『
雑
筆
』
―
『
人
間
』
大
正
九
年
十
一
月
）
と
記
し

た
柳
田
國
男
を
は
じ
め
と
し
て
泉
鏡
花
、
谷
崎
潤
一
郎
ら
の
日
本
の
作
家
や
、「
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
小
説
は
あ
ら
ゆ
る
戯
画
に
充
ち
満
ち
て
ゐ
る
。
尤
も
そ
の
又

戯
画
の
大
半
は
悪
魔
を
も
憂
鬱
に
す
る
に
違
ひ
な
い
」（「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
」

『
侏
儒
の
言
葉
』
―
『
文
藝
春
秋
』
大
正
十
三
年
十
一
月
）
と
評
し
た
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
イ
、
そ
の
幻
想
性
・
世
紀
末
思
想
に
強
く
惹
か
れ
た
ポ
オ
、
夢
幻
的
・
怪

奇
的
な
要
素
が
強
く
風
刺
的
な
社
会
批
判
も
あ
る
ホ
フ
マ
ン
、
神
話
・
伝
承
を
幻

想
的
な
想
像
力
と
繊
細
な
感
覚
で
謳
い
、
情
緒
を
知
的
・
観
念
的
に
処
理
す
る
象

徴
主
義
の
手
法
が
芥
川
初
期
の
芸
術
観
に
強
く
影
響
し
た
イ
エ
エ
ツ
、「
薔
薇
の

葉
の
匂
の
す
る
懐
疑
主
義
を
枕
に
し
な
が
ら
」（「
十
六

秋
」『
或
阿
呆
の
一
生
』

―
『
改
造
』
昭
和
二
年
十
月
）
読
み
、
そ
の
軽
快
な
理
知
に
惹
か
れ
た
ア
ナ
ト
オ
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ル
・
フ
ラ
ン
ス
、
強
烈
な
個
性
と
先
鋭
的
批
判
精
神
に
よ
っ
て
世
紀
末
の
苦
悩
す

る
人
間
像
を
描
き
、
芥
川
が
高
等
学
校
卒
業
前
後
か
ら
傾
倒
し
た
ス
ト
リ
ン
ド
・

ベ
ル
グ
、
等
々
、
い
ず
れ
も
芥
川
の
怪
奇
趣
味
が
求
め
さ
せ
た
作
家
た
ち
で
あ
っ

た
。井

上
諭
一
は
『
妖
婆
』
の
材
源
は
一
つ
「
外
国
文
学
」
で
あ
る
と
断
定
し
て
い

（
７
）

る
。
し
か
し
、
登
場
す
る
婆
の
す
が
た
・
形
、
作
品
を
覆
う
怪
奇
的
雰
囲
気
、

人
間
へ
の
憑
依
、
呪
術
、
舞
台
で
あ
る
東
京
の
様
子
、
そ
し
て
〈
神
〉。
こ
れ
ら

『
妖
婆
』
の
世
界
を
構
成
す
る
要
素
は
、
す
べ
て
芥
川
が
幼
少
の
頃
か
ら
身
に
つ

け
て
き
た
も
の
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
、
い
わ
ば
〈
雑
多
な
持
ち
物
〉
の
結
晶
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

英
語
に

ｗ
itch

と
唱
ふ
る
も
の
、
大
む
ね
は
妖
婆
と
翻
訳
す
れ
ど
、
年
少

美
貌
の
ウ
イ
ツ
チ
亦
決
し
て
少
し
と
は
云
ふ
べ
か
ら
ず
。
メ
レ
ジ
ユ
コ
ウ

ス
キ
イ
が
「
先
覚
者
」
ダ
ン
ヌ
ン
ツ
イ
オ
が
「
ジ
ヨ
リ
オ
の
娘
」
或
は
遙

に
品
下
れ
ど
ク
ロ
オ
フ
オ
オ
ド
が

W
itch

o
f
P
ra

g
u
e

な
ど
、
顔
玉
の

如
き
ウ
イ
ツ
チ
を
描
き
し
も
の
、
尋
ぬ
れ
ば
猶
多
か
る
べ
し
。
さ
れ
ど
白

髪
蒼
顔
の
ウ
イ
ツ
チ
の
如
く
、
活
躍
せ
る
性
格
少
き
は
否
み
難
き
事
実
な

ら
ん
か
。
ス
コ
ツ
ト
、
ホ
オ
ソ
オ
ン
が
昔
は
問
は
ず
、
近
代
の
英
米
文
学

中
、
妖
婆
を
描
き
て
出
色
な
る
も
の
は
、
キ
ツ
プ
リ
ン
グ
が

T
h
e

C
o
u
rtin

g
o
f
D
in
a
h

S
h
a
d
d

の
如
き
、
或
は
随
一
と
も
称
す
べ
き
乎
。

ハ
ア
デ
イ
が
小
説
に
も
、
妖
婆
に
材
を
取
る
事
珍
し
か
ら
ず
。
名
高
き

U
n
d
er

th
e
G
reen

Ｗ
o
o
d

の
中
な
る
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
エ
ン
ダ
ア
フ
イ

ル
ド
も
こ
の
類
な
り
。
日
本
に
て
は
山
姥
鬼
婆
共
に
純
然
た
る
ウ
イ
ツ
チ

な
ら
ず
。
支
那
に
て
は
か
の
夜
譚
随
録
載
す
る
所
の
夜
星
子
な
る
も
の
、

略
妖
婆
た
る
に
近
か
る
べ
し
。

こ
れ
は
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
二
月
八
日
に
書
か
れ
た
『
骨
董
羹
』（『
人
間
』

大
正
九
年
四
・
五
・
六
月
）
の
中
の
「
妖
婆
」
で
あ
る
。
西
洋
の
妖
怪
話
の
系
譜

中
に
現
れ
た
「
ウ
イ
ツ
チ
」（
魔
法
使
い
・
魔
女
）
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
だ

が
、
芥
川
の
目
配
り
は
ロ
シ
ア
、
イ
タ
リ
ア
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
広
範
囲
に
わ
た
り
、

英
米
文
学
中
に
妖
婆
を
描
い
て
「
随
一
」
の
も
の
を
指
摘
す
る
な
ど
、
彼
の
「
妖

婆
」
に
対
す
る
関
心
の
強
さ
を
窺
わ
せ
る
。
一
方
で
「
山
姥
鬼
婆
」
に
つ
い
て
「
純

然
た
る
ウ
イ
ツ
チ
な
ら
ず
」
と
し
て
い
る
点
に
日
本
の
妖
婆
に
対
す
る
物
足
り
な

さ
を
感
じ
て
い
る
芥
川
を
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
う
い
え
ば
、
彼
の
作
品
に

は
不
気
味
な
婆
が
多
く
登
場
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
時
に
妖
術
を
使
い
、
時
に
蝙
蝠

を
従
え
る
。
芥
川
文
学
に
お
け
る
不
気
味
な
婆
は
、
作
品
を
生
み
出
す
上
で
必
要

不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
と
と
も
に
、「
純
然
た
る
ウ
イ
ツ
チ
」
と
し
て
の
妖
婆
を

造
形
す
る
試
み
の
結
果
で
も
あ
っ
た
。

年
は
六
十
ば
か
り
で
あ
ら
う
。
垢
じ
み
た
桧
皮
色
の
帷
子
に
、
黄
ば
ん
だ

髪
の
毛
を
垂
ら
し
て
、
尻
の
切
れ
た
藁
草
履
を
ひ
き
ず
り
な
が
ら
、
長
い

蛙
股
の
杖
を
つ
い
た
、
眼
の
円
い
、
口
の
大
き
な
、
ど
こ
か
蟇
の
顔
を
思

は
せ
る
、
卑
し
げ
な
女
で
あ
る
。

「
お
や
、
太
郎
さ
ん
か
」
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妖
婆
』
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―
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龍
之
介
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〈
神
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（
小
倉

斉
）

五



日
の
光
に
む
せ
る
や
う
な
声
で
、
か
う
云
ふ
と
、
老
婆
は
、
杖
を
ひ
き

づ
り
な
が
ら
、
二
足
三
足
後
へ
帰
つ
て
、
先
づ
口
を
切
る
前
に
、
上
唇
を

べ
ろ
り
と
嘗
め
て
見
せ
た
。（
中
略
）

老
婆
は
、
鼻
の
先
で
笑
ひ
な
が
ら
、
杖
を
上
げ
て
、
路
ば
た
の
蛇
の
死

骸
を
突
つ
い
た
。
何
時
の
間
に
か
た
か
つ
て
ゐ
た
青
蝿
が
、
む
ら
む
ら
と

立
つ
た
か
と
思
ふ
と
、
又
元
の
や
う
に
止
ま
つ
て
し
ま
ふ
。

（『
偸
盗

一
』
―
『
中
央
公
論
』
大
正
六
年
四
月
）

様
々
な
作
品
に
登
場
す
る
妖
し
げ
な
婆
の
原
型
が
こ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
芥

川
が
読
ん
で
き
た
英
米
文
学
中
の
「
ウ
イ
ツ
チ
」
を
も
と
に
、
日
本
に
お
け
る
「
純

然
た
る
ウ
イ
ツ
チ
」
を
求
め
る
試
み
が
、
『
妖
婆
』
か
ら
『
ア
グ
ニ
の
神
』
へ
と

彼
を
進
ま
し
め
た
。

周
知
の
如
く
芥
川
は
、『
今
昔
物
語
』
を
高
く
評
価
し
、
自
ら
も
し
ば
し
ば
小

説
の
材
源
と
し
て
利
用
し
た
。「
野
性
の
美
し
さ
に
充
ち
満
ち
て
ゐ
る
」
と
そ
の

魅
力
を
指
摘
し
た
芥
川
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

仏
法
の
部
の
僕
に
教
へ
る
の
は
如
何
に
当
時
の
人
々
の
天
竺
か
ら
渡
つ
て

来
た
超
自
然
的
存
在

仏
菩
薩
を
始
め
天
狗
な
ど
の
超
自
然
的
存
在
を

如�

実�

に�

感�

じ�

て�

ゐ�

た�

か�

と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
彼
等
は
目
の
あ
た

り
に
、

或
は
少
く
と
も
幻
の
中
に
こ
う
云
ふ
超
自
然
的
存
在
を
目
撃

し
、
そ
の
又
超
自
然
的
存
在
に
恐
怖
や
尊
敬
を
感
じ
て
ゐ
た
。
た
と
へ
ば

金
剛
峯
寺
の
不
動
明
王
は
ど
こ
か
精
神
病
者
の
夢
に
似
た
、
気
味
の
悪
い

荘
厳
を
具
へ
て
ゐ
る
。

あ
の
気
味
の
悪
い
荘
厳
は
果
し
て
想
像
だ
け
か
ら
生
れ
る
で
あ
ら
う
か
。

（
中
略
）
夜
に
な
つ
た
が
最
後
、
あ
ら
ゆ
る
超
自
然
的
存
在
は
、

大
き

い
地
蔵
菩
薩
だ
の
女
の
童
に
な
つ
た
狐
な
ど
は
春
の
星
の
下
に
も
歩
い
て

ゐ
た
の
で
あ
る
。

修
羅
、
餓
鬼
、
地
獄
、
畜
生
等
の
世
界
は
い
つ
も
現
世
の
外
に
あ
つ
た
の

で
は
な
い
。

（『
今
昔
物
語
に
就
い
て
』
―
『
日
本
文
学
講
座

』

六
巻
「（
鑑
賞
）」
欄
、
新
潮
社
、
昭
和
二
年
四
月
）

ま
た
、『
近
頃
の
幽
霊
』（『
新
家
庭
』
大
正
十
年
一
月
）
で
は
、
英
米
文
学
中

の
〝
近
頃
の
幽
霊
〟
に
つ
い
て
、
様
々
な
作
家
・
作
品
を
列
挙
し
な
が
ら
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

幽
霊

或
は
一
般
に
妖
怪
を
書
い
た
作
品
は
今
で
も
存
外
少
く
な

い
。（
中
略
）
小
説
の
方
へ
も
超
自
然
の
出
来
事
が
盛
に
は
ひ
つ
て
来
た
の

は
当
然
で
す
。（
中
略
）
或
は
妖
怪
の
書
き
方
が
、
余
程
科
学
的
に
な
つ
て

ゐ
る
。（
中
略
）
殊
に
輓
近
の
心
霊
学
の
進
歩
は
、
小
説
の
中
の
幽
霊
に
驚

く
べ
き
変
化
を
与
へ
た
や
う
で
す
。
キ
ツ
プ
リ
ン
グ
、
ブ
ラ
ツ
ク
ウ
ツ
ド
、

ビ
イ
ア
ス
と
数
へ
て
来
る
と
ど
う
も
皆
其
机
の
抽
斗
に
は
心
霊
学
会
の
研

究
報
告
が
は
ひ
つ
て
ゐ
さ
う
な
心
も
ち
が
す
る
。

幽
霊

或
は
妖
怪
の
書
き
方
が
変
つ
て
来
る
と
同
時
に
、
そ
の
幽
霊
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或
は
妖
怪
に
も
、
い
ろ
い
ろ
変
り
種
が
殖
え
て
来
る
。
一
例
を
挙
げ

る
と
（
中
略
）
ブ
ラ
ツ
ク
ウ
ツ
ド
の
「
柳
」
と
い
ふ
小
説
を
読
む
と
、
ダ

ニ
ウ
ブ
河
へ
ボ
オ
ト
旅
行
に
出
か
け
た
二
人
の
青
年
が
、
河
の
中
の
州
に

茂
つ
て
ゐ
る
柳
の
エ
レ
メ
ン
タ
ル
ス
に
悩
ま
さ
れ
る
。（
中
略
）
こ
の
柳
の

霊
な
る
も
の
は
、
か
す
か
な
銅
鑼
の
や
う
な
声
を
立
て
る
所
ま
で
は
好
い

が
、
三
十
三
間
堂
の
お
柳
な
ど
と
は
違
つ
て
、
人
間
を
殺
し
に
来
る
の
だ

さ
う
だ
か
ら
、
中
々
油
断
で
き
な
い
。

以
上
二
つ
の
文
章
か
ら
は
、
神
秘
の
世
界
・
魔
界
の
虜
に
な
っ
た
芥
川
の
姿
が

垣
間
見
ら
れ
る
。
彼
が
描
く
「
神
秘
の
世
界
の
地
図
」
の
中
で
の
出
来
事
は
、
身

に
染
み
着
い
た
も
の
が
に
じ
み
出
る
よ
う
に
し
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
れ
が
小
説
の
中
で
発
揮
さ
れ
た
の
が
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
場
面
で

あ
る
。千

枝
子
が
中
央
停
車
場
へ
は
ひ
る
と
、

い
や
、
そ
の
前
に
ま
だ
か
う

云
ふ
事
が
あ
つ
た
。
あ
い
つ
が
電
車
へ
乗
つ
た
所
が
、
生
憎
席
が
皆
塞
が

つ
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
吊
り
革
に
ぶ
ら
下
つ
て
ゐ
る
と
、
す
ぐ
眼
の
前
の
硝

子
窓
に
、
ぼ
ん
や
り
海
の
景
色
が
映
る
の
だ
さ
う
だ
。
電
車
は
そ
の
時
神

保
町
の
通
り
を
走
つ
て
ゐ
た
の
だ
か
ら
、
無
論
海
の
景
色
な
ぞ
が
映
る
道

理
は
な
い
。
が
、
外
の
往
来
の
透
い
て
見
え
る
上
に
、
浪
の
動
く
の
が
浮

き
上
つ
て
ゐ
る
。
殊
に
窓
へ
雨
が
し
ぶ
く
と
、
水
平
線
さ
へ
か
す
か
に
煙

つ
て
見
え
る
。

（『
妙
な
話
』
―
『
現
代
』
大
正
九
年
一
月
）

千
枝
子
は
戦
争
か
ら
夫
が
帰
る
の
を
待
つ
女
で
あ
る
。
か
つ
て
電
車
の
中
で
怪

を
体
験
し
て
い
た
千
枝
子
は
、
中
央
停
車
場
へ
入
る
と
、
一
人
の
赤
帽
に
夫
の
こ

と
を
話
し
か
け
ら
れ
る
。
後
に
そ
れ
に
恐
怖
を
お
ぼ
え
る
千
枝
子
は
、「
あ
の
怪

し
い
赤
帽
が
、絶
え
ず
こ
ち
ら
の
身
の
ま
は
り
を
監
視
し
て
ゐ
さ
う
な
心
も
ち
が
」

し
、
以
来
彼
女
は
〈
赤
〉
に
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
帽
子
の
赤
い
色
を
見
た
ら
、
千
枝
子
は
何
だ
か
停
車
場
へ
行
く
と
、

又
不
思
議
で
も
起
り
さ
う
な
、
予
感
め
い
た
心
も
ち
が
し
て
、
一
度
は
引

き
返
し
て
し
ま
は
う
か
と
も
、
考
へ
た
位
だ
つ
た
さ
う
だ
。

（『
妙
な
話
』
―
『
現
代
』
大
正
九
年
一
月
）

電
車
の
中
で
の
怪
異
、赤
に
よ
っ
て
先
導
さ
れ
る
怪
異
。こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、

『
妖
婆
』
と
の
類
似
性
を
容
易
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
一
方
で
、
芥

川
の
方
法
に
変
化
が
現
れ
始
め
た
こ
と
を
示
す
作
品
と
し
て
、『
妙
な
話
』
は
重

要
な
位
置
を
占
め
る
。

大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
前
後
、
芥
川
は
そ
れ
ま
で
〈
昔
〉
の
枠
組
の
中
で
し

か
描
い
て
こ
な
か
っ
た
神
秘
を
、
何
と
か
し
て
、
今
、
自
分
の
い
る
場
所
に
現
出

さ
せ
る
べ
く
、
新
た
な
試
み
を
始
め
た
の
で
あ
る
。『
今
昔
物
語
』の
時
代
の
人
々

が
「
天
竺
か
ら
渡
つ
て
来
た
超
自
然
的
存
在
」
を
「
如
実
に
感
じ
」、「
目
の
あ
た

り
に
、
或
は
少
く
と
も
幻
の
中
に
」「
超
自
然
的
存
在
を
目
撃
し
、
そ
の
又
超
自
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然
的
存
在
に
恐
怖
や
尊
敬
を
感
じ
て
ゐ
た
」
よ
う
に
、「
今
日
の
日
本
」
に
生
き

る
誰
も
が
経
験
す
る
、
ご
く
身
近
な
こ
と
と
し
て
神
秘
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。『

妖
婆
』の
中
に
、
妖
婆
の
手
か
ら
愛
す
る
女
を
救
い
出
す
手
だ
て
を
話
し
合
っ

て
主
人
公
新
蔵
と
友
人
の
泰
さ
ん
が
黒
ビ
ー
ル
を
飲
ん
で
い
る
と
き
、
そ
の
コ
ッ

プ
の
面
に
「
一
瞬
間
、
見
慣
れ
な
い
人
間
の
顔
が
映
つ
た
の
で
す
。（
中
略
）
そ

れ
も
顔
と
云
ふ
よ
り
は
、
寧
ろ
そ
の
一
部
分
で
、
殊
に
眼
か
ら
鼻
の
あ
た
り
が
、

ま
る
で
新
蔵
の
肩
越
し
に
そ
つ
と
コ
ツ
プ
の
中
を
覗
い
た
か
の
如
く
、
電
燈
の
光

を
遮
つ
て
、
あ
り
あ
り
と
影
を
落
し
ま
し
た
。
か
う
云
ふ
と
長
い
間
の
事
の
や
う

で
す
が
、
前
に
も
云
つ
た
通
り
ほ
ん
の
一
瞬
間
で
、
何
と
も
判
然
し
な
い
物
の
眼

が
、
直
径
二
寸
の
黒
麦
酒
の
圓
の
中
か
ら
、
ち
ら
り
と
新
蔵
の
眼
を
窺
つ
た
と
思

ふ
と
、
忽
消
え
失
せ
て
し
ま
つ
た
の
で
す
」
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ

よ
う
な
経
験
を
、
芥
川
は
遺
稿
『
凶
』（
大
正
十
五
年
四
月
十
三
日
鵠
沼
に
て
浄

書
）
の
中
で
再
び
取
り
上
げ
て
い
る
。

す
る
と
そ
の
そ
の
麦
酒
罎
に
は
人
の
顔
が
一
つ
映
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
僕

の
顔
に
そ
つ
く
り
だ
つ
た
。
し
か
し
何
も
麦
酒
罎
は
僕
の
顔
を
映
し
て
ゐ

た
訣
で
は
な
い
。
そ
の
證
據
に
は
實
在
の
僕
は
目
を
開
い
て
ゐ
た
の
に
も

關
ら
ず
、
幻
の
僕
は
目
を
つ
ぶ
つ
た
上
、
稍
仰
向
い
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
『
凶
』
に
は
、
大
正
十
三
年
の
夏
室
生
犀
星
と
軽
井

沢
の
小
み
ち
を
歩
い
て
い
た
折
、
ア
カ
シ
ヤ
の
「
枝
の
間
に
人
の
脚
が
二
本
ぶ
ら

下
つ
て
ゐ
た
」
と
い
う
幻
視
体
験
が
記
さ
れ
て
も
い
る
。
同
じ
く
遺
稿
『
鵠
沼
雑

記
』（
大
正
十
五
年
七
月
二
十
日
）
で
は
、
一
匹
の
白
犬
が
急
に
ふ
り
返
っ
て
に

や
り
と
笑
っ
た
り
、
松
の
中
の
白
い
洋
館
が
歪
ん
で
見
え
た
り
す
る
無
気
味
な
体

験
が
語
ら
れ
、「
僕
は
夢
を
見
て
ゐ
る
う
ち
は
ふ
だ
ん
の
通
り
の
僕
で
あ
る
。（
中

略
）
し
か
し
は
つ
き
り
目
が
さ
め
て
か
ら
二
十
分
ば
か
り
た
つ
う
ち
に
い
つ
か
憂

鬱
に
な
つ
て
し
ま
ふ
。（
中
略
）
ど
う
も
僕
は
頭
か
ら
じ
り
じ
り
参
つ
て
来
る
の

ら
し
い
」
と
い
う
告
白
が
綴
ら
れ
る
。『
妖
婆
』
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
あ
っ
た

怪
異
現
象
や
妖
怪
へ
の
関
心
は
、
遺
稿
に
垣
間
み
ら
れ
る
精
神
的
窮
地
に
追
い
つ

め
ら
れ
た
芥
川
の
幻
視
体
験
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
。

先
に
紹
介
し
た
と
お
り
、
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
六
月
、
葛
巻
義
敏
は
写

真
版
に
複
製
し
た
芥
川
の
大
学
ノ
ー
ト
『
椒
図
志
異
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
芥
川
が
旧
制
高
校
か
ら
大
学
時
代
に
か
け
て
、「
先
輩
、
知
己
、
友
人
、
家

族
、
そ
の
他
等
か
ら
聞
き
、
ま
た
読
書
等
に
よ
つ
て
識
り
得
た
「
妖
怪
」
等
の
類

を
分
類
し
、
清
書
し
た
も
の
」
で
あ
る
。
内
容
は
、「
怪
例
及
妖
異
」「
魔
魅
及
天

狗
」「
狐
狸
妖
」「
河
童
及
河
伯
」「
幽
霊
及
怨
念
」「
呪
詛
及
奇
病
」
の
六
部
七
十

八
編
か
ら
成
り
、
芥
川
が
住
ん
で
い
た
本
所
の
家
に
い
た
女
中
か
ら
聞
い
た
怪
談

（
８
）

も
い
く
つ
か
載
っ
て
い
る
。
幼
少
時
代
の
思
い
出
を
綴
っ
た
『
追
憶
』
で
は
、
小

学
生
の
頃
「
祖
父
の
代
に
女
中
を
し
て
ゐ
た
「
お
て
つ
さ
ん
」
と
云
ふ
婆
さ
ん
」

か
ら
「
い
ろ
い
ろ
の
怪
談
を
聞
か
せ
ら
れ
た
」（「
十
四

幽
霊
」）
と
述
べ
、
そ

の
怪
談
を
書
き
留
め
て
い
た
と
い
う
。
女
中
か
ら
怪
談
を
し
ば
し
ば
聞
か
さ
れ
、

養
父
母
に
聞
い
た
妖
怪
談
を
書
き
留
め
る
な
ど
し
て
き
た
と
い
う
こ
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
、
芥
川
の
妖
怪
変
化
へ
の
関
心
が
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物

愛
知
淑
徳
大
学
論
集
―
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
―
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十
九
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語
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、『
妖
婆
』
の
「
お
島
婆
さ
ん
」
の
心
性
に
は
「
て

つ
」
と
い
う
女
中
と
共
通
す
る
も
の
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

人
が
不
可
解
な
現
象
を
体
験
し
て
、
そ
れ
を
他
人
に
語
る
と
き
、
当
然
そ
こ
に

は
〈
意
味
づ
け
〉
や
〈
解
釈
〉
が
加
わ
る
。
そ
の
〈
意
味
づ
け
〉
や
〈
解
釈
〉
を

規
制
す
る
も
の
は
、
そ
の
人
物
が
住
ん
で
い
る
場
所
の
記
憶
、
あ
る
い
は
風
習
で

あ
る
。
と
く
に
「
お
島
婆
さ
ん
」
の
よ
う
な
人
物
に
と
っ
て
土
地
の
記
憶
を
甦
ら

せ
る
伝
承
、
昔
話
は
、
そ
の
〈
解
釈
〉
の
型
を
強
く
規
制
す
る
。「
お
島
婆
さ
ん
」

が
あ
る
現
象
を
体
験
し
た
と
き
、
そ
こ
に
怪
異
の
物
語
が
形
成
・
構
成
さ
れ
る
の

は
、
彼
女
が
住
む
土
地
の
記
憶
、「
本
所
の
七
不
思
議
」
と
呼
ば
れ
る
不
思
議
な

現
象
が
日
常
的
に
起
き
う
る
空
間
の
怪
異
が
強
く
作
用
す
る
か
ら
だ
。
本
所
は
、

「
そ
の
頃
は
ど
の
家
も
ラ
ン
プ
だ
つ
た
。
従
つ
て
ど
の
町
も
薄
暗
か
つ
た
。
か
う

云
ふ
町
は
明
治
と
は
云
ふ
条
、
ま
だ
「
本
所
の
七
不
思
議
」
と
全
然
縁
の
な
い
訳

（
９
）

で
は
な
か
つ
た
」
と
い
う
土
地
で
あ
っ
た
。

三

脆
弱
た
る
存
在
と
し
て
の
〝
神
〟
と
そ
の
冷
笑

（
１
）
煙
草

煙
草
は
、
本
来
日
本
に
は
な
か
っ
た
植
物
で
あ
る
。
そ
の
伝
来
に
関
す
る
伝
説

の
一
つ
に
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
「
煙
草
は
、
悪
魔
が
ど
こ
か
ら
か
持
つ

て
来
た
の
だ
さ
う
で
あ
る
」（『
煙
草
』
―
『
新
思
潮
』
大
正
五
年
十
一
月
、
の
ち

に
『
煙
草
と
悪
魔
』
と
改
題
）。

悪
魔
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ザ
ヴ
イ
エ
ル
に
従
う
伊
留
満
の
一
人
に
化
け
て
日
本

に
や
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
耳
の
穴
に
隠
し
て
持
参
し
た
、
日
本
の
誰
も
が
知
ら

ぬ
、
い
や
、
フ
ラ
ン
シ
ス
上
人
さ
え
も
知
ら
ぬ
花
の
種
を
蒔
い
た
。
や
が
て
珍
し

い
花
が
畑
全
体
を
覆
い
尽
く
す
。そ
れ
を
見
た
牛
商
人
は
、悪
魔
と
の
賭
に
勝
ち
、

そ
れ
を
す
べ
て
手
に
入
れ
る
。
そ
の
後
、
悪
魔
は
方
々
に
出
没
し
た
が
、
明
治
以

降
再
び
渡
来
し
た
悪
魔
の
動
静
は
つ
か
め
な
い
。
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
牛

商
人
に
渡
っ
た
煙
草
が
日
本
全
国
に
広
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

「
煙
草
」
と
い
う
言
葉
は
、
芥
川
の
全
集
を
繰
っ
て
い
て
も
、
し
つ
こ
い
ほ
ど

目
に
つ
く
。
芥
川
作
品
の
登
場
人
物
は
、
や
た
ら
と
煙
に
巻
か
れ
て
い
た
り
、
煙

草
を
持
っ
て
ふ
ん
ぞ
り
返
っ
て
い
た
り
す
る
。『
骨
董
羹
』（『
人
間
』
大
正
九
年

四
・
五
・
六
月
）「
煙
草
」
の
中
で
「
わ
れ
ら
が
祖
先
は
既
に
シ
ガ
レ
ツ
ト
を
口

に
し
つ
つ
、
春
日
煦
々
た
る
山
口
の
街
頭
、
天
主
会
堂
の
十
字
架
を
仰
い
で
、
西

洋
機
巧
の
文
明
に
賛
嘆
の
声
を
惜
ま
ざ
り
し
な
ら
ん
」
と
風
刺
し
て
い
る
よ
う

に
、
芥
川
は
決
し
て
こ
れ
を
受
け
容
れ
て
は
い
な
い
。

作
中
に
執
拗
な
ま
で
に
用
い
ら
れ
る
「
煙
草
」。
そ
こ
に
託
さ
れ
た
芥
川
の
思

い
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
、『
煙
草
と
悪
魔
』（『
新
思
潮
』
大
正
五
年
十
一
月
）
の

以
下
の
文
章
に
集
約
さ
れ
る
。

煙
草
は
、
悪
魔
が
ど
こ
か
ら
か
持
つ
て
来
た
の
だ
さ
う
で
あ
る
。
さ
う
し

て
、
そ
の
悪
魔
な
る
も
の
は
、
天
主
教
の
伴
天
連
か
（
恐
ら
く
は
、
フ
ラ

ン
シ
ス
上
人
が
）
は
る

日
本
へ
つ
れ
て
来
た
の
だ
さ
う
で
あ
る
。（
中

略
）
自
分
に
言
は
せ
る
と
、
こ
れ
は
ど
う
も
、
事
実
ら
し
く
思
は
れ
る
。
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何
故
と
云
へ
ば
、
南
蛮
の
神
が
渡
来
す
る
と
同
時
に
、
南
蛮
の
悪
魔
が
渡

来
す
る
と
云
ふ
事
は

西
洋
の
善
が
輸
入
さ
れ
る
と
同
時
に
、
西
洋
の

悪
が
輸
入
さ
れ
る
と
云
ふ
事
は
、
至
極
、
当
然
な
事
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
即
ち
、「
神
が
悪
を
も
た
ら
す
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
人
が
皆

〝
神
〟
と
し
て
崇
め
奉
っ
た
も
の
を
、
芥
川
は
一
体
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の

か
。

（
２
）
美
し
き
聖
母
の
冷
笑

こ
の
十
字
架
の
か
か
つ
た
屋
根
裏
も
安
全
地
帯
で
は
な
い
こ
と
を
感
じ

た
。（
中
略
）

「

信
者
に
な
る
気
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
」

「
若
し
僕
で
も
な
れ
る
も
の
な
ら
…
…
…
」

「
何
も
む
づ
か
し
い
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
唯
神
を
信
じ
、
神
の
子
の
基
督

を
信
じ
、
基
督
の
行
つ
た
奇
蹟
を
信
じ
さ
へ
す
れ
ば
…
…
…
」

「
悪
魔
を
信
じ
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
ね
。
…
…
…
」

「
で
は
な
ぜ
神
を
信
じ
な
い
の
で
す
？

も
し
影
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
光
も

信
じ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
で
せ
う
？
」

「
し
か
し
光
の
な
い
暗
も
あ
る
で
せ
う
。」

（「
赤
光
」『
歯
車
』
―
『
文
藝
春
秋
』
昭
和
二
年
十
月
）

あ
ら
ゆ
る
神
の
属
性
中
、
最
も
神
の
為
に
同
情
す
る
の
は
神
に
は
自
殺

の
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。

又

我
我
は
神
を
罵
殺
す
る
無
数
の
理
由
を
発
見
し
て
ゐ
る
。
が
、
不
幸
に

も
日
本
人
は
罵
殺
す
る
の
に
値
ひ
す
る
ほ
ど
、
全
能
の
神
を
信
じ
て
ゐ
な

い
。

（「
神
」『
侏
儒
の
言
葉
』
―
『
文
藝
春
秋
』
大
正
十
三
年
七
月
）

ク
リ
ス
ト
教
は
ク
リ
ス
ト
自
身
も
実
行
す
る
こ
と
の
出
来
な
か
つ
た
、

逆
説
の
多
い
詩
的
宗
教
で
あ
る
。

（「
１８

ク
リ
ス
ト
教
」『
西
方
の
人
』
―
『
改
造
』
昭
和
二
年
八
月
）

ク
リ
ス
ト
は
彼
自
身
も
「
善
き
者
」
で
な
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
詩
的

正
義
の
為
に
戦
ひ
つ
づ
け
た
。

（「
９

ク
リ
ス
ト
の
確
信
」『
続
西
方
の
人
』
―
『
改
造
』
昭
和
二
年
九
月
）

ク
リ
ス
ト
の
一
生
の
最
大
の
矛
盾
は
彼
の
我
々
人
間
を
理
解
し
て
ゐ
た

に
も
関
ら
ず
、
彼
自
身
を
理
解
出
来
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
る
。

（「
１４

最
大
の
矛
盾
」『
続
西
方
の
人
』
―
『
改
造
』
昭
和
二
年
九
月
）

こ
の
よ
う
に
〝
神
〟
を
描
く
芥
川
の
筆
か
ら
は
信
仰
心
な
ど
み
じ
ん
も
感
じ
ら

れ
な
い
。
芸
術
的
興
味
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
に
入
っ
て
い
っ

（
１０
）

た
芥
川
が
見
出
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し
た
も
の
は
、
人
が
一
般
的
に
見
る
キ
リ
ス
ト
の
姿
で
は
な
か
っ
た
。

芥
川
の
目
に
映
っ
た
〝
神
〟
の
姿
を
端
的
に
表
し
た
も
の
に
『
黒
衣
聖
母
』

（『
文
章
倶
楽
部
』
大
正
九
年
五
月
）
が
あ
る
。

「
私
」
は
、「
田
代
君
」
か
ら
一
体
の
麻
利
耶
観
音
を
見
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は

一
般
的
な
白
磁
の
も
の
と
は
異
な
り
、「
顔
を
除
い
て
、
他
は
悉
く
黒
檀
を
刻
ん

だ
、
一
尺
ば
か
り
の
立
像
」
で
あ
り
、「
顔
は
美
し
い
牙
彫
で
、
し
か
も
唇
に
は

珊
瑚
の
や
う
な
一
点
の
朱
ま
で
加
へ
て
あ
る
。
…
…
／
私
は
黙
つ
て
腕
を
組
ん
だ

儘
、
暫
く
は
こ
の
黒
衣
聖
母
の
美
し
い
顔
を
眺
め
て
ゐ
た
。
が
、
眺
め
て
ゐ
る
内

に
、
何
か
怪
し
い
表
情
が
、
象
牙
の
顔
の
何
處
だ
か
に
、
漂
つ
て
ゐ
る
や
う
な
心

も
ち
が
し
た
。
い
や
、
怪
し
い
と
云
つ
た
の
で
は
物
足
り
な
い
。
私
に
は
そ
の
顔

全
体
が
、
或
悪
意
を
帯
び
た
嘲
笑
を
漲
ら
し
て
ゐ
る
や
う
な
気
さ
へ
し
た
の
で
あ

る
」。こ

の
観
音
に
は
、
妙
な
伝
説
―
気
味
の
悪
い
因
縁
―
が
付
随
し
て
い
る
と
い

う
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
こ
の
観
音
を
所
有
し
て
い
た
家
で
の
こ
と
だ
。
祖
母
は
、

八
歳
の
男
孫
が
重
い
麻
疹
に
罹
っ
た
際
、
彼
を
救
う
た
め
に
こ
の
観
音
に
す
が
っ

た
の
だ
。「
せ
め
て
私
の
息
の
ご
ざ
い
ま
す
限
り
」、「
何
卒
私
が
目
を
つ
ぶ
り
ま

す
ま
で
で
よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
」、
孫
の
命
を
取
り
留
め
さ
せ
て
欲
し
い
、

と
…
…
。
願
い
通
り
、
孫
は
す
ぐ
に
快
方
に
向
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
直
後
、

精
根
も
尽
き
る
程
疲
れ
果
て
て
い
た
祖
母
が
寝
入
る
よ
う
に
息
を
引
き
取
る
と
同

時
に
、
孫
も
息
を
引
き
取
る
の
で
あ
る
。
「
麻
利
耶
観
音
は
約
束
通
り
、
祖
母
の

命
の
あ
る
間
は
」
孫
を
生
き
存
え
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

麻
利
耶
観
音
の
台
座
に
は
、
次
の
よ
う
に
刻
ま
れ
て
い
た
。

D
E
S
IN

E
F
A
T
A

D
E
U
M

L
E
C
T
I
S
P
E
R
A
R
E

P
R
E
C
A
N
D
O
…
…

―
汝
の
祈
禱
、
神
々
の
定
め
給
ふ
所
を
動
か
す
べ
し
と
望
む
勿
れ
―

そ
し
て
「
私
」
が
見
た
麻
利
耶
観
音
の
表
情
は
悪
意
に
充
ち
満
ち
て
い
た
。

私
は
こ
の
運
命
そ
れ
自
身
の
や
う
な
麻
利
耶
観
音
へ
、
思
は
ず
不
気
味

な
眼
を
移
し
た
。
聖
母
は
黒
檀
の
衣
を
纏
つ
た
ま
ま
、
や
は
り
そ
の
美
し

い
象
牙
の
顔
に
、
或
悪
意
を
帯
び
た
嘲
笑
を
永
久
に
冷
然
と
湛
へ
て
ゐ
る
。

麻
利
耶
観
音
は
、
一
見
、
縋
り
つ
く
信
者
に
対
し
て
救
い
の
手
を
差
し
の
べ
た

か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、「
神
々
の
定
め
給
ふ
所
を
動
か
す
べ
し
」
と
望
ん

だ
者
に
対
し
て
、
契
約
通
り
、
冷
徹
に
二
つ
の
命
を
奪
い
取
る
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
美
し
い
麻
利
耶
観
音
は
、
人
間
の
命
を
弄
ぶ
こ
と
自
体
を
楽
し
ん
で
い
る
。

こ
の
麻
利
耶
は
、
は
た
し
て
〝
神
〟
で
あ
ろ
う
か
。
全
て
の
人
を
救
い
う
る
も

の
、
全
て
の
人
を
愛
す
る
も
の
が
〝
神
〟
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
麻
利
耶
は
決

し
て
〝
神
〟
で
は
あ
り
得
な
い
。
あ
る
い
は
、
芥
川
の
見
た
〝
神
〟
と
は
、
〝
神
〟

と
い
う
名
の
皮
を
纏
っ
た
悪
で
あ
っ
た
。
信
じ
よ
う
と
す
る
に
は
、
そ
の
存
在
は

あ
ま
り
に
脆
弱
で
あ
り
、
信
じ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
微
笑
は
あ
ま
り
に
冷
や
や
か

で
あ
る
。
こ
う
し
た
〝
神
〟
の
姿
は
、
芥
川
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
生
み
出
し
た
彼
独

自
の
幻
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、「
神
を
信
じ
よ
」
と
言
わ
れ
、
盲
目
的
に
信
じ
込

ん
だ
愚
昧
な
人
間
に
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
〝
神
〟
の
真
実
の
姿
で
あ
っ

― 86 ―

『
妖
婆
』
論
―
芥
川
龍
之
介
の
〈
神
〉、
そ
の
黒
い
微
笑
―

（
小
倉

斉
）

一
一



た
。

四

作
品
に
見
ら
れ
る
芥
川
の
心
象

（
１
）
舞
台

龍
之
介
生
後
七
ヵ
月
の
と
き
、
実
母
ふ
く
が
突
然
発
狂
。
彼
は
生
後
八
ヵ
月
で

芥
川
道
章
の
家
（
ふ
く
の
実
家
、
本
所
区
小
泉
町
十
五
番
地
、
現
墨
田
区
両
国
三

丁
目
二
十
二
番
十
一
号
）
に
引
き
取
ら
れ
、
道
章
の
妻
儔
（
と
も
）
と
伯
母
ふ
き

（
ふ
く
の
実
姉
）
が
そ
の
面
倒
を
見
た
。
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）、
龍
之
介
満

五
歳
の
折
、
回
向
院
の
隣
に
あ
っ
た
江
東
尋
常
小
学
校
附
属
幼
稚
園
に
通
う
こ
と

に
な
る
。
幼
少
期
の
龍
之
介
が
遊
び
過
ご
し
た
場
所
は
、
回
向
院
の
境
内
、
さ
ま

ざ
ま
な
見
世
物
小
屋
、
大
溝
に
囲
ま
れ
た
お
竹
倉
の
雑
木
林
、
隅
田
川
の
河
岸
、

そ
し
て
そ
の
付
近
の
み
す
ぼ
ら
し
い
町
並
み
で
あ
っ
た
。

『
妖
婆
』
の
舞
台
と
な
っ
た
隅
田
川
（
大
川
）
の
両
国
橋
を
西
か
ら
渡
っ
て
す

ぐ
の
本
所
区
元
町
、
本
所
一
ツ
目
（
旧
本
所
相
生
町
一
丁
目
あ
た
り
）、
堅
川
の

あ
た
り
は
、東
京
の
東
の
外
れ
に
当
た
り
、
江
戸
の
面
影
を
残
す
場
所
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
こ
は
ま
さ
に
、
生
後
間
も
な
く
芥
川
家
に
引
き
取
ら
れ
た
龍
之
介
が
、

明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
満
十
八
歳
で
新
宿
に
転
居
す
る
ま
で
育
っ
た
場
所

で
あ
る
。
彼
は
、
回
向
院
に
遊
び
、
お
竹
倉
に
遊
び
、
川
面
を
見
つ
め
て
日
々
を

過
ご
し
た
の
で
あ
る
。

『
大
川
の
水
』（『
心
の
花
』
大
正
三
年
四
月
）
で
芥
川
は
、
川
を
自
分
の
住
む

現
実
の
世
界
か
ら
遠
く
に
あ
る
懐
か
し
い
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
に
「
云
ひ
難

い
慰
安
と
寂
寥
」
を
感
じ
て
い
る
。
一
方
、
夜
の
川
か
ら
は
「
死
」
の
呼
吸
、
自

己
に
対
す
る
不
安
を
感
じ
て
い
る
。『
妖
婆
』で
は
、
川
に
死
骸
が
浮
か
ん
だ
り
、

夜
中
に
お
島
が
川
に
つ
か
っ
た
り
す
る
一
方
で
、
魔
除
け
の
狛
犬
が
並
ん
だ
り
、

お
敏
が
祈
り
を
捧
げ
た
り
し
て
い
る
。
芥
川
に
と
っ
て
の
川
は
神
聖
な
場
で
あ

り
、
か
つ
死
の
に
お
い
の
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
加
え
て
『
妖
婆
』
の

川
は
、
現
実
と
神
秘（
幻
想
）と
を
区
別
す
る
境
界
領
域
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

作
中
に
登
場
す
る
「
坊
主
軍
鶏
」「
与
兵
衛
鮨
」
は
大
正
七
年
の
「
東
京
地
図
」

に
載
っ
て
お

（
１１
）

り
、『
妖
婆
』
の
舞
台
を
特
定
化
す
る
縁
と
な
る
。
芥
川
自
身
、『
本

所
両
国
―
両
国
』（『
東
京
日
日
新
聞
』（
夕
刊
）
昭
和
二
年
五
月
六
日
～
五
月
二

十
二
日
）
の
中
で
、「
す
し
屋
の
與
兵
、（
中
略
）
そ
れ
か
ら
回
向
院
の
表
門
に
近

い
横
町
に
あ
つ
た
「
坊
主
軍
鶏
」
―
か
う
一
々
数
へ
立
て
ゝ
見
る
と
、
本
所
で
も

名
高
い
食
ひ
物
屋
は
大
抵
こ
の
界
隈
に
集
ま
つ
て
ゐ
た
ら
し
い
」
と
記
し
て
い

る
。
同
じ
く
『
本
所
両
国
―
回
向
院
』
の
中
に
は
、
泰
さ
ん
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た

人
物
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
、
芥
川
の
憧
れ
の
人
〝
泰
ち
や
ん
〟
の
記
述
が
あ

り
、
作
中
に
お
け
る
泰
さ
ん
の
家
も
ほ
ぼ
特
定
で
き
る
。

僕
等
は
回
向
院
の
表
門
を
出
、
こ
れ
も
バ
ラ
ツ
ク
に
な
つ
た
坊
主
軍
鶏

を
見
な
が
ら
、
一
つ
目
の
橋
へ
歩
い
て
行
つ
た
。（
中
略
）
向
う
両
国
へ
引

き
返
し
な
が
ら
、
偶
然
「
泰
ち
や
ん
」
の
家
の
前
を
通
り
か
ゝ
つ
た
。

「
泰
ち
や
ん
」
は
下
駄
屋
の
息
子
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
れ
は
何
で
も
「
虹
」

と
い
ふ
作
文
の
題
の
出
た
時
で
あ
る
。
僕
は
内
心
僕
の
作
文
の
一
番
に
な
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る
こ
と
を
信
じ
て
ゐ
た
。
が
、
先
生
の
一
番
に
し
た
の
は
「
泰
ち
や
ん
」
―

下
駄
屋
「
伊
勢
甚
」
の
息
子
木
村
泰
助
君
の
作
文
だ
つ
た
。

芥
川
は
「
泰
ち
や
ん
」
に
敗
北
し
、
同
時
に
強
く
動
か
さ
れ
た
。
い
ま
「
泰
ち

や
ん
」
が
ペ
ン
を
執
っ
て
い
た
な
ら
、
自
分
よ
り
も
「
数
等
」
よ
い
文
章
を
書
い

た
か
も
知
れ
な
い
、
と
思
う
ほ
ど
、
彼
の
能
力
は
す
ば
ら
し
く
、
芥
川
の
憧
れ
る

と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
こ
の
憧
れ
が
『
妖
婆
』
の
中
の
「
泰
さ
ん
」
の
完
璧
性
に
反

映
す
る
こ
と
に
な
る
。
婆
娑
羅
大
神
を
信
仰
し
、
妖
術
を
使
う
お
島
婆
さ
ん
に
翻

弄
さ
れ
な
が
ら
も
、
不
自
然
な
ほ
ど
の
先
見
性
を
持
ち
、
つ
ね
に
物
事
を
客
観
的

に
捉
え
る
冷
静
さ
を
発
揮
す
る
「
泰
さ
ん
」
は
、「
こ
れ
じ
や
バ
サ
ラ
の
神
と
い

ふ
の
も
、
善
だ
か
悪
だ
か
わ
か
ら
な
く
な
つ
た
」
と
言
い
つ
つ
、
新
蔵
と
敏
を
結

び
つ
け
る
役
割
を
果
た
し
、
人
間
界
と
神
秘
の
世
界
の
橋
渡
し
を
も
す
る
存
在
で

あ
っ
た
。

（
２
）
創
作
ノ
ー
ト

『
妖
婆
』
に
関
し
て
は
創
作
ノ
ー
ト
（「
手
帳
�二
）
が
残
さ
れ
て
お
り
、
い
く

つ
か
の
「
読
み
」
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。

○m
a
g
icia

n

女
をtra

n
ce

に
し
、
そ
の
所
見
を
語
ら
し
め
書
く
。（
自
己

が
や
れ
ば
さ
め
て
忘
る
る
故
。
）
女
、
恋
人
あ
れ
どm

a
g
icia

n

の
離
さ
ざ

る
を
惧
れ
男
と
計
り
てtra

n
ce

を
装
ひ
男
と
一
し
よ
に
せ
ず
ば
魔
術
師
死

す
べ
し
と
云
は
ん
と
す
。
さ
てm

a
g
icia

n

女
をtra

n
ce

に
導
く
や
女
之
に

陥
ら
ざ
ら
ん
と
し
て
得
ず
。
遂
に
陥
る
。
覚
め
て
後m

a
g
icia

n

悵
然
た
り
。

女
家
へ
か
へ
れ
ば
程
な
く
魔
術
師
よ
り
手
紙
と
金
と
来
る
。
女
のtra

n
ce

に
語
り
し
所
語
ら
ん
と
せ
し
所
と
一
致
せ
る
な
り
。

○sh
o
w
-w

in
d
o
w

を
通
る
影
土
蔵
に
も
う
つ
る
。
黒
き
揚
羽
二
羽
と
ぶ
。

車
の
人
音
。
眼
。
煙
草
の
煙
字
と
な
る
。
盆
を４０

度
に
す
、
猪
口
落
ち
ず
。

空
中
卍
に
な
る
う
す
き
青
と
黒
。
油
が
浮
く
。
水
死
。
珈
琲
に
顔
う
つ
る
。

電
話
の
婆
の
声
（
ダ
メ
デ
ス
ヨ
）。
己
のd

o
u
b
le.

娘
の
毛
と
男
の
毛
婆
の

手
に
あ
り
。

○
或m

y
sterio

u
s

な
る
園
遊
会
。m

a
sk

せ
る
男
女
の
群
。
印
度
人
の

m
a
g
icia

n

目
を
廻
す
。
孔
雀
を
吐
く
。

「m
a
g
icia

n

女
をtra

n
ce

に
し
、」
以
下
の
展
開
な
ど
、
最
後
の
妖
婆
お
島

の
雷
に
よ
る
死
は
別
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
設
定

は
『
ア
グ
ニ
の
神
』
に
も
継
承
さ
れ
て
い
く
。

妖
気
を
誘
う
た
め
の
い
く
つ
か
の
小
道
具
、
仕
掛
の
ア
イ
デ
ィ
ア
も
、「
黒
き

揚
羽
二
羽
と
ぶ
」「
眼
」「
電
話
の
婆
の
声
（
ダ
メ
デ
ス
ヨ
）」
な
ど
は
そ
の
ま
ま

作
中
に
登
場
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
創
作
メ
モ
で
目
を
引
く
の
は
、「
妖
婆
」で
は
な
く「m

a
g
icia

n

（
魔
術
師
）」
と
い
う
言
葉
だ
。

小
林
和
子
は
、
こ
の
点
を
取
り
上
げ
、
以
下
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。

元
々
は
妖
婆
で
は
な
く
魔
術
師
と
い
う
設
定
で
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
う
事
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で
あ
り
、「
黒
き
揚
羽
二
羽
」
や
「
孔
雀
を
吐
く
」
な
ど
の
共
通
点
か
ら
、

実
は
こ
の
芥
川
の
「
妖
婆
」
と
い
う
作
品
は
、
佐
藤
春
夫
以
上
に
「
新
思

潮
」
の
先
輩
で
あ
る
谷
崎
潤
一
郎
の
、
具
体
的
に
は
「
魔
術
師
」
（
大
５
・

マ
マ

１
２
）
と
い
う
作
品
と
の
関
練
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の

で
あ

（
１２
）

る
。

大
正
八
～
九
年
頃
の
芥
川
が
、
そ
れ
ま
で
の
創
作
方
法
に
行
き
詰
ま
り
を
感

じ
、
新
た
な
方
法
の
模
索
を
始
め
る
に
当
た
っ
て
、
佐
藤
春
夫
や
谷
崎
潤
一
郎
ら

の
存
在
と
そ
の
方
法
を
強
く
意
識
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
示
唆
す
る
見
解
と
し

て
、
大
い
に
首
肯
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
３
）
妖

〈
演
出
〉

こ
こ
で
は
、
作
品
の
妖
し
げ
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
要
素
に
つ
い
て
触
れ
て
お

こ
う
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
佐
藤
春
夫
は
『
妖
婆
』
の
超
常
現
象
を
否
定
し
、

さ
ら
に
前
置
き
の
部
分
に
つ
い
て
「
変
態
心
理
の
男
が
で
て
き
た
と
し
か
思
え
な

い
」
と
し
て
い
る
。
唯
一
認
め
た
の
は
、
電
話
に
妖
婆
の
声
が
混
線
す
る
と
い
う

設
定
の
斬
新
さ
で
あ
る
。そ
の
評
価
は
、現
在
も
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

（
１３
）

る
。

暗
く
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
、
妖
し
い
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
た
め
の
比
喩
的
表

現
を
挙
げ
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

『
妖
婆
』

・
魍
魎
の
如
く

・
蟇
の
呟
く
や
う
だ
つ
た

・
蝙
蝠
の
翼
の
や
う
に

・
猫
撫
声
を
出
し
ま
し
た
が

・
無
数
の
蠅
の
羽
音
の
や
う
に

・
黄
昏
の
人
影
が
蝙
蝠
の
や
う
に

・
魚
の
鱗
が
生
へ
て
や
が
る

・
何
と
も
素
性
の
知
れ
な
い
神
で
、
や
れ
天
狗
だ
の
、
狐
だ
の
と
い
ろ
い
ろ
取

沙
汰
も
あ
り
ま
し
た
が

・
ま
る
で
人
面
の
獺
の
や
う
に
、
ざ
ぶ
り
と
水
へ
は
い
る

・
一
匹
の
蛇
が
大
き
な
と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
ゐ
る

・
広
い
大
川
の
水
面
に
蜆
蝶
の
翼
の
や
う
な
帆
影
が
群
が
つ
て
ゐ
る

・
軒
先
へ
垂
れ
て
ゐ
る
柳

・
雲
を
裂
く
や
う
に
雷
が
鳴
り
ま
し
た

『
ア
グ
ニ
の
神
』

・
大
き
な
蝙
蝠
か
何
か
が

『
ア
グ
ニ
の
神
』
が
子
供
向
け
の
童
話
と
し
て
書
か
れ
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ

て
も
、
二
作
品
の
落
差
は
大
き
い
。

〈
婆
〉

作
中
の
最
も
妖
し
げ
な
存
在
は
婆
で
あ
る
。
先
に
取
り
上
げ
た
佐
藤
春
夫
は
妖

婆
の
言
葉
に
つ
い
て
批
判
し
て
い
た
。

仮
に
作
者
が
新
時
代
の
―
大
正
八
年
の
東
京
の
怪
譚
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
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徳
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よ
う
と
試
み
ら
れ
た
も
の
と
し
た
な
ら
ば
作
者
は
妖
怪
の
家
を
む
し
ろ
活

動
写
真
小
室
の
隣
に
し
、
乃
至
は
妖
婆
の
言
葉
を
わ
れ
わ
れ
の
聞
き
な
れ

た
現
代
語
に
す
る
く
ら
い
の
用
意
を
も
多
分
必
要
と
し
た
で
あ
ら
う
。

佐
藤
の
批
判
は
お
そ
ら
く
的
外
れ
な
も
の
だ
。
そ
れ
は
『
ア
グ
ニ
の
神
』
の
印
度

人
の
婆
さ
ん
の
言
葉
と
『
妖
婆
』
の
お
島
の
言
葉
を
比
較
す
れ
ば
よ
り
明
ら
か
に

な
る
。「

占
い
で
す
か
？

占
い
は
当
分
見
な
い
こ
と
に
し
ま
し
た
よ
」

「
ぢ
や
明
日
い
ら
つ
し
や
い
。
そ
れ
ま
で
に
、
占
つ
て
置
い
て
上
げ
ま
す
か

ら
」

（『
ア
グ
ニ
の
神
』）

「
措
か
つ
し
や
い
。
年
ば
か
り
で
も
知
れ
う
て
の
」

（
中
略
）

「
成
ら
ぬ
て
や
。
成
ら
ぬ
て
や
。
大
凶
も
大
凶
よ
の
」

（『
妖
婆
』）

『
妖
婆
』
の
お
島
が
使
う
言
葉
に
は
江
戸
時
代
の
俗
語
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ

の
結
果
、
お
島
に
は
時
空
間
を
超
え
て
生
き
抜
い
て
き
た
長
寿
者
の
イ
メ
ー
ジ
が

付
与
さ
れ
る
。
両
者
を
言
葉
の
使
い
分
け
の
面
か
ら
比
較
す
れ
ば
、
お
島
の
方
が

は
る
か
に
得
体
が
知
れ
ず
、
凄
み
す
ら
感
じ
さ
せ
る
。
佐
藤
の
言
う
よ
う
に
、
舞

台
を
現
代
に
置
き
か
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
年
老
い
た
婆
の
言
葉
ま
で
現
代
語
に

し
て
し
ま
え
ば
、
か
え
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

両
作
品
に
登
場
す
る
婆
の
信
仰
神
は
正
確
な
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
薬

師
十
二
神
将
の
二
番
目
に
当
た
る
婆
娑
羅
大
将
を
得
体
の
知
れ
な
い
水
府
の
神
と

し
て
い
る
。
お
島
と
の
関
連
性
を
強
い
て
見
出
す
と
す
る
な
ら
ば
、
婆
娑
羅
が
配

当
さ
れ
る
丑
の
刻
（
午
前
二
時
頃
）
に
お
島
が
堅
川
に
身
を
浸
す
こ
と
く
ら
い
で

あ
ろ
う
。

お
島
は
、
蟇
や
獺
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
蟇
は
魔
女
の
使
い
魔
、
あ
る
い
は
魔

女
の
化
身
で
あ
る
。
獺
は
河
童
の
原
形
と
さ
れ
る
が
、
両
者
か
ら
は
夜
行
性
両
生

類
の
イ
メ
ー
ジ
が
導
き
出
せ
る
。
お
島
の
横
腹
に
は
鱗
が
生
え
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
お
島
は
夜
行
性
両
生
類
と
い
う
異
形
の
も
の
な
の
だ
ろ

う
。
と
す
れ
ば
、
お
島
に
と
っ
て
川
へ
浸
か
る
と
い
う
行
為
は
、
妖
婆
と
し
て
の

生
気
を
回
復
す
る
た
め
の
も
の
な
の
だ
。

二
人
の
婆
が
神
を
下
ろ
す
時
に
は
鏡
や
火
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
も
、
日
本
に

限
ら
ず
世
界
各
地
で
魔
術
に
使
用
さ
れ
た
小
道
具
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
西
洋
で

は
、
鏡
の
内
に
神
の
働
き
を
見
る
と
し
て
い
る
（
ト
マ
ス
・
フ
ァ
ク
ス
）
し
、
エ

ジ
プ
ト
で
は
、
そ
の
内
に
真
に
神
々
を
現
す
も
の
が
鏡
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
４
）
到
来
物

さ
て
肝
心
の
相
手
は
と
見
る
と
、
床
の
前
を
右
へ
外
し
て
、
菓
子
折
、
サ

イ
ダ
ア
、
砂
糖
袋
、
玉
子
の
折
な
ど
の
到
来
物
が
、
ず
ら
り
と
な
ら
ん
で
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ゐ
る
箪
笥
の
下
に
、
大
柄
な
、
切
髪
の
、
鼻
が
低
い
、
口
の
大
き
な
、
青

ん
膨
れ
に
膨
れ
た
婆
が
、
黒
地
の
単
衣
の
襟
を
抜
い
て
、
睫
毛
の
疎
な
目

を
つ
ぶ
つ
て
、
水
気
の
来
た
や
う
な
指
を
組
ん
で
、
魍
魎
の
ご
と
く
の
つ

さ
り
と
、
畳
一
杯
に
坐
つ
て
ゐ
ま
し
た
。

新
蔵
が
初
め
て
お
島
を
見
た
と
き
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
も
の
が
こ
の
到
来
物

で
あ
る
。
こ
れ
は
お
島
に
占
っ
て
も
ら
っ
た
人
び
と
か
ら
の
お
礼
の
品
で
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
が
、
婆
の
背
後
に
、
婆
よ
り
も
高
い
位
置
に
ず
ら
り
と
並
べ
ら
れ
る

こ
と
で
、
客
に
対
し
て
心
理
的
な
威
圧
感
を
与
え
る
の
に
効
果
を
発
揮
す
る
。

と
こ
ろ
で
、「
二

妖
・
怪
・
魔
―
芥
川
の
愛
し
た
も
の
」
で
私
は
、「「
お
島

婆
さ
ん
」
が
あ
る
現
象
を
体
験
し
た
と
き
、
そ
こ
に
怪
異
の
物
語
が
形
成
・
構
成

さ
れ
る
の
は
、
彼
女
が
住
む
土
地
の
記
憶
、「
本
所
の
七
不
思
議
」
と
呼
ば
れ
る

不
思
議
な
現
象
が
日
常
的
に
起
き
う
る
空
間
の
怪
異
が
強
く
作
用
す
る
か
ら
だ
」

と
述
べ
た
。
い
さ
さ
か
、
先
走
り
し
す
ぎ
た
よ
う
だ
。
実
は
、「
お
島
婆
さ
ん
」は

浅
草
か
ら
本
所
当
た
り
に
移
っ
て
き
た
人
物
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
る
と
、「
彼
女

が
住
む
土
地
の
記
憶
」
に
よ
っ
て
形
成
・
構
成
さ
れ
た
怪
異
の
物
語
は
、
当
て
に

な
ら
な
い
も
の
に
な
る
。

そ
こ
で
、
改
め
て
「
お
島
婆
さ
ん
」
の
背
後
に
堆
く
並
べ
ら
れ
た
「
菓
子
折
、

サ
イ
ダ
ア
、
砂
糖
袋
、
玉
子
の
折
な
ど
の
到
来
物
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い

て
考
え
た
い
。『
作
家
用
語
索
引

芥
川
龍
之
介
』
一
・
二
・
三
・
別
巻
（
一
九

八
五
年
三
月
、
教
育
社
）
を
手
が
か
り
に
用
例
を
調
べ
て
み
る
と
、「
砂
糖
袋
」
を

除
き
、
以
下
の
よ
う
な
例
に
行
き
当
た
る
。

「
菓
子
折
」
…
…
『
大
導
寺
信
輔
の
半
生
―
或
精
神
的
風
景
画
』（
大
正
十
四
年
）

信
輔
の
家
庭
は
貧
し
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
「
見
す
ぼ
ら
し
さ
よ
り
も
更
に
彼
の

憎
ん
だ
の
は
貧
困
に
発
し
た
偽
り
だ
つ
た
。
母
は
「
風
月
」
の
菓
子
折
に
つ
め
た

カ
ス
テ
ラ
を
親
戚
に
進
物
し
た
。
が
、
そ
の
中
味
は
「
風
月
」
所
か
、
近
所
の
菓

子
屋
の
カ
ス
テ
ラ
だ
つ
た
」。

「
玉
子
」
…
…
…
『
或
阿
呆
の
一
生
』「
二.

母
」（
昭
和
二
年
）

鼠
色
の
着
物
を
同
じ
よ
う
に
着
せ
ら
れ
た
狂
人
達
が
い
る
。
彼
等
の
一
人
は
、

オ
ル
ガ
ン
で
熱
心
に
讃
美
歌
を
弾
き
続
け
る
。
彼
の
母
も
十
年
前
に
は
少
し
も
彼

等
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
医
者
に
つ
い
て
あ
る
部
屋
に
行
く
と
、
脳
髄
が
い
く
つ

も
壺
に
浸
か
っ
て
い
た
。
彼
は
あ
る
狂
人
の
脳
髄
の
上
に
か
す
か
に
白
い
も
の
を

発
見
す
る
。「
そ
れ
は
丁
度
卵
の
白
味
を
ち
よ
つ
と
滴
ら
し
た
の
に
近
い
も
の
だ

つ
た
」。

「
サ
イ
ダ
ア
」
…
『
河
童
』（
昭
和
二
年
）

「
演
奏
禁
止
」
の
大
混
乱
の
中
で
、「
畜
生
！
」「
ひ
つ
こ
め
！
」
な
ど
、「
か

う
云
ふ
声
の
湧
き
上
つ
た
中
に
椅
子
は
倒
れ
る
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
飛
ぶ
、
お
ま
け

に
誰
が
投
げ
る
の
か
、
サ
イ
ダ
ア
の
空
罎
や
石
こ
ろ
や
囓
ぢ
り
か
け
の
胡
瓜
さ
へ

降
つ
て
く
る
の
で
す
」。

芥
川
の
全
作
品
に
当
た
っ
た
わ
け
で
な
い
時
点
で
断
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ

が
、
少
な
く
と
も
、『
作
家
用
語
索
引

芥
川
龍
之
介
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
代

表
作
の
中
に
登
場
す
る
こ
れ
ら
の
品
が
、
あ
る
憎
し
み
や
嫌
悪
に
近
い
感
情
の
対

象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。「
お
島
婆
さ
ん
」
の
家
の
到
来
物
は
芥

川
の
中
で
何
ら
か
の
嫌
な
体
験
、
忌
避
す
べ
き
記
憶
と
結
び
つ
い
て
、
憎
悪
の
対
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象
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
浅
草
か
ら
移
っ
て
き
た
新
参
者
で
あ
る
が
故
に
本
所

と
い
う
土
地
の
記
憶
を
共
有
で
き
な
い「
お
島
」が
自
ら
の
占
い
の
力
を
誇
示
し
、

権
威
付
け
す
る
に
は
、
到
来
物
を
堆
く
並
べ
る
し
か
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
自
ら

が
憎
悪
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

大
正
八
年
、
芥
川
龍
之
介
は「
自
然
の
奥
に
潜
ん
で
ゐ
る
神
秘
な
世
界
の
地
図
」

を
描
き
は
じ
め
た
。
そ
の
世
界
に
蠢
く
人
間
ど
も
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
剝
き

だ
し
に
し
、
す
べ
て
を
さ
ら
け
出
す
ほ
か
な
い
。
恐
怖
に
お
の
の
き
、
逃
げ
惑
う

弱
い
男
。
切
迫
し
た
状
況
の
中
で
生
き
抜
く
た
め
に
他
者
を
欺
く
こ
と
を
も
憚
ら

ぬ
女
。
彼
等
の
姿
は
、
ま
さ
に
人
間
の
真
実
を
表
し
、
人
間
存
在
の
原
点
を
示
し

て
い
る
。

芥
川
の
創
っ
た
枠
組
み
か
ら
、
弱
い
人
間
ど
も
は
零
れ
落
ち
始
め
る
。
彼
ら
の

運
命
を
握
る
も
の
は
も
は
や
芥
川
で
は
な
く
、〝
神
〟
の
手
だ
。し
か
し
彼
ら
は
、

〝
神
〟
が
善
と
悪
と
の
間
を
浮
遊
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
、
い
や
、
〝
神
〟
そ
の

も
の
が
悪
を
内
包
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
人
間
は
〝
神
〟
が
何
た

る
か
を
知
ら
ぬ
ま
ま
、
そ
の
命
を
〝
神
〟
に
委
ね
て
い
る
の
だ
。
自
ら
信
仰
し
て

い
た
婆
娑
羅
大
伸
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
「
お
島
」
と
悪
で
あ
る
婆
娑
羅
大
神
か
ら

逃
れ
た
い
と
思
い
つ
つ
最
後
に
救
わ
れ
る
「
お
敏
」
を
通
し
て
、
そ
の
こ
と
は
示

唆
さ
れ
る
。

自
ら
を
深
く
信
ず
る
者
の
命
を
、突
然
、
気
紛
れ
の
よ
う
に
奪
い
去
る
〝
神
〟
。

〝
神
〟
に
と
っ
て
人
間
は
さ
ま
ざ
ま
な
運
命
を
描
い
た
ゲ
ー
ム
盤
上
の
駒
で
し
か

な
い
。
こ
の
ゲ
ー
ム
を
楽
し
む
〝
神
〟
は
、
満
面
に
満
足
げ
な
笑
み
を
浮
か
べ
て

い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
永
遠
に
冷
た
く
、
底
知
れ
ず
不
気
味
な
黒
い
微
笑
で
あ
る
。

注
（
１
）

『
創
作
月
旦
』
―
『
新
潮
』
（
大
正
八
年
八
月
～
十
月
）。

（
２
）

『
一
九
一
九
年
度
に
於
け
る
創
作
界
を
顧
み
て
』
―
『
読
売
新
聞
』
（
大
正
八
年

十
一
月
二
十
三
日
）。

（
３
）

大
正
八
年
九
月
十
一
日
付
、
田
端
か
ら
、
南
部
修
太
郎
宛
葉
書
。

（
４
）

大
正
八
年
九
月
十
三
日
付
、
田
端
か
ら
、
南
部
修
太
郎
宛
書
簡
。

（
５
）

大
正
八
年
十
月
十
五
日
付
、
田
端
か
ら
、
南
部
修
太
郎
宛
葉
書
。

（
６
）

『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
二
十
三
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
一
月
）。

葛

巻
義
敏
（
『
椒
図
志
異
』
「
解
説
」
ひ
ま
わ
り
社
、
一
九
五
五
年
六
月
）
に
よ
る

と
、
芥
川
が
「
旧
制
高
等
学
校
時
代
か
ら
大
学
時
代
に
か
け
て
、
先
輩
、
知
己
、

友
人
、
家
族
、
そ
の
他
等
か
ら
聞
き
、
ま
た
読
書
等
に
よ
り
識
り
得
た
「
妖
怪
」

等
の
類
を
分
類
し
、
清
書
し
た
も
の
」
と
さ
れ
る
。

（
７
）

井
上
諭
一
「
芥
川
龍
之
介
『
妖
婆
』
の
方
法
―
材
源
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
」
（
北

海
道
大
学
国
語
国
文
学
会
『
国
語
国
文
研
究
』
７４
、
一
九
八
五
年
九
月
）。

（
８
）

『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
三
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
十
一
月
）。

初

出
は
『
文
藝
春
秋
』
第
四
年
第
四
号
（
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
四
月
一
日
）

か
ら
第
五
年
第
二
号
（
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
二
月
一
日
）
ま
で
十
一
回
に

亘
っ
て
連
載
さ
れ
た
。
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『
妖
婆
』
論
―
芥
川
龍
之
介
の
〈
神
〉、
そ
の
黒
い
微
笑
―

（
小
倉

斉
）

一
七



（
９
）

注
（
８
）
に
同
じ
。
全
集
の
注
に
よ
れ
ば
「
そ
の
頃
」
は
明
治
三
十
年
前
後
を

指
す
。

（
１０
）

キ
リ
ス
ト
や
殉
教
者
に
あ
る
芸
術
的
興
味
を
感
じ
た
と
い
う
の
は
、
芥
川
の
告

白
で
あ
り
、
切
支
丹
も
の
全
て
に
お
け
る
彼
の
変
わ
る
こ
と
の
な
い
根
本
的
な

姿
勢
で
あ
る
。
憂
鬱
と
倦
怠
が
常
態
で
あ
る
彼
に
と
っ
て
、
殉
教
者
の
姿
は
新

鮮
で
、
興
味
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
し
か
し
、
芥
川
の
興
味
は
、
あ
く
ま
で
も
人
間
の
心
の
動
き
、
意
識
の
変

化
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
芸
術
的
興
味
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
作
品
の
中
に
神
や

キ
リ
ス
ト
に
向
か
う
姿
勢
を
感
じ
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
１１
）

『
日
本
地
図
選
集

明
治
大
正
昭
和
東
京
近
代
地
圖
集
成
』
（
人
文
社
、
一
九
八

一
年
四
月
～
一
九
八
二
年
七
月
）

（
１２
）

小
林
和
子
「
芥
川
龍
之
介
「
妖
婆
」
に
つ
い
て

同
時
代
作
家
と
の
関
連
を

視
座
と
し
て

」
（『
茨
城
女
子
短
期
大
学
紀
要
』N

o
.2
0

、
一
九
九
三
年
三

月
）。

（
１３
）

注
（
７
）
に
同
じ
。
井
上
は
、
新
蔵
が
体
験
す
る
超
常
現
象
に
つ
い
て
、
お
お

む
ね
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

１

新
蔵
と
は
相
思
相
愛
で
あ
る
女
中
お
敏
の
失
踪
。

２

「
神
下
し
」
の
お
島
婆
さ
ん
の
所
へ
、
お
敏
に
つ
い
て
見
て
も
ら
い
に
行

く
と
お
島
の
娘
と
し
て
お
敏
が
出
て
く
る
。

３

お
島
が
遠
隔
地
の
身
投
げ
を
言
い
当
て
る
。

４

二
羽
の
烏
揚
羽
が
日
本
橋
～
国
技
館
前
を
つ
き
ま
と
う
。

５

こ
の
蝶
が
消
え
た
電
柱
の
根
元
に
、
大
き
な
人
間
の
目
が
出
現
し
、
そ
れ

が
朦
朧
と
し
な
が
ら
悪
意
を
感
じ
さ
せ
、
そ
し
て
消
え
る
。

６

ビ
ー
ル
の
コ
ッ
プ
の
中
に
何
か
の
目
が
映
る
。

７

電
話
の
中
に
妙
な
声
が
聞
こ
え
る
。

８

空
に
烏
揚
羽
が
群
れ
を
成
す
。

９

新
蔵
の
前
の
吊
革
だ
け
が
動
か
な
い
。

１０

お
島
が
雷
に
打
た
れ
て
死
ぬ
。

１１

朝
顔
が
午
後
の
三
時
に
咲
い
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
丸
三
日
間
し
ぼ
ん

で
い
な
い
。

※
１
・
２
…
…
…
…
…
一
応
合
理
的
に
解
明
さ
れ
る
。
他
は
科
学
的
説
明
な

し
。

※
２
（
お
敏
登
場
）
…
ご
都
合
主
義
に
過
ぎ
る
。

※
３
…
…
…
…
…
…
…
透
視
そ
の
も
の
。
心
霊
学
関
係
の
文
献
等
か
ら
ヒ
ン
ト

を
得
た
と
思
わ
れ
る

※
４
～
８
…
…
…
…
…
比
較
的
あ
り
き
た
り
の
怪
異
。

※
７
…
…
…
…
…
…
…
唯
一
新
趣
向
と
さ
れ
る
。

※
１０
…
…
…
…
…
…
…
あ
ま
り
に
唐
突
。
大
正
期
の
平
均
的
小
説
作
法
か
ら
見

て
、
下
手
の
部
類
に
。

愛
知
淑
徳
大
学
論
集
―
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
―

第
三
十
九
号

一
八
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