
「文学部紀要」文教大学文学部第25-2号 寺澤浩樹 

 

(1)

【
論
文
】 

 

武
者
小
路
実
篤
「
か
ち

く
山
」
の
世
界 

 
 
 
 

―
〈
昔
話
〉
か
ら
〈
童
話
劇
〉
へ

― 
 

寺 

澤 

浩 

樹 
 

 
 
 

概
要 

 

武
者
小
路
実
篤
の
童
話
劇
「
か
ち

く
山
」（『
白
樺
』
大
6
・
7
）
の
特
質
は
、
巌
谷
小
波
の
〈
昔
話
〉「
勝
々
山
」
と
の
比
較
に
よ

れ
ば
、
原
話
に
見
ら
れ
る
前
半
部
と
後
半
部
の
飛
躍
や
不
統
一
が
、
兎
を
主
人
公
と
す
る
報
恩
譚
と
さ
れ
た
こ
と
、
お
よ
び
人
物
造
型
に

一
貫
性
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
、
同
時
に
兎
と
爺
の
連
帯
に
よ
る
勝
利
の
歓
喜
が
表
現
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
作
品
は
、
登
場
人
物
の
心
理
と
思
考
の
精
細
で
リ
ア
ル
な
表
現
に
よ
っ
て
、
復
讐
の
〈
昔
話
〉
か
ら
、
信
頼
の
主
題
や
悲
壮
を
帯
び

た
歓
喜
と
い
う
情
調
を
持
っ
た
、
近
代
の
〈
童
話
劇
〉
へ
と
変
っ
た
。
戯
曲
と
し
て
読
ん
だ
場
合
、
子
ど
も
に
は
難
し
い
が
、
大
人
向
け

の
芸
術
作
品
を
教
材
と
し
て
い
た
信
州
白
樺
の
教
師
赤
羽
王
郎
に
慫
慂
さ
れ
て
創
作
し
た
こ
の
作
品
に
、
武
者
小
路
は
、
そ
の
主
題
が
子

ど
も
の
心
に
も
感
じ
ら
れ
得
る
と
信
じ
て
い
た
。〈
昔
話
〉
を
〈
童
話
劇
〉
に
昇
華
さ
せ
た
過
程
の
、
歓
喜
か
ら
拭
い
去
り
得
な
い
悲
壮

の
情
調
は
、
ま
さ
に
武
者
小
路
の
創
作
の
歩
み
と
一
致
す
る
。 

キ

ー

ワ

ー

ド: 

武
者
小
路
実
篤
、
か
ち
か
ち
山
、
昔
話
、
童
話
劇
、
白
樺 

 
 

 
 

一 

は
じ
め
に 

  

一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
七
月
に
『
白
樺
』
に
発
表
さ
れ
た
、

武
者
小
路
実
篤
の
童
話
劇
「
か
ち

く
山
」
に
つ
い
て
は
、
大

津
山
国
夫
の
「
昔
噺
し
の
忠
実
な
ド
ラ
マ
化
と
い
う
さ
り
げ
な

い
枠
組
み
の
な
か
で
、
実
は
温
情
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
報
復

の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
修
正
し
よ
う
と
い
う
ラ
ジ
カ
ル
な
提
示

を
お
こ
な
っ

＊
１

た
」
と
い
う
解
説
が
あ
る
が
、
そ
の
実
態
は
「
忠
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(2)

実
」
と
は
言
え
ず
、
ま
た
「
報
復
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
い

う
言
葉
に
も
、
に
わ
か
に
は
首
肯
し
難
い
も
の
が
あ
る
。
本
稿

で
は
、
昔
話
か
ら
童
話
劇
へ
の
変
容
の
過
程
を
検
討
す
る
こ
と

で
、
こ
の
作
品
の
特
質
を
探
り
た
い
。 

 

童
話
劇
「
か
ち

く
山
」
は
、
発
表
の
前
月
に
執
筆
さ
れ
、

同
じ
く
童
話
劇
の
「
花
咲
爺
」
と
と
も
に
翌
月
の
『
白
樺
』
に

出
さ
れ
た
後
、
そ
の
一
〇
月
に
は
『
カ
チ
カ
チ
山
と
花
咲
爺
』

と
題
さ
れ
、
岸
田
劉
生
の
挿
画
二
三
葉
が
加
え
ら
れ
て
阿
蘭
陀

書
房
か
ら
刊
行
さ
れ

＊
２

た
。 

 

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
童
話
劇
は
純
然
た
る
創
作
で
は
な

く
、
有
名
な
昔
話
を
も
と
に
再
構
成
し
た
作
品
で
あ
る
。
つ
ま 

り
広
義
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
っ
て
、
読
者
が
あ
る
程
度
そ
の
内
容

を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
作
者
の
意
識
に
は
あ
る
。
そ
れ

を
前
提
と
し
て
原
話
に
手
を
加
え
る
こ
と
で
、
作
者
の
独
自
性

が
新
た
な
作
品
の
中
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は

何
か
。 

 

と
こ
ろ
で
、
武
者
小
路
が
こ
の
作
品
を
執
筆
し
た
と
き
、
こ

の
昔
話
に
関
す
る
ど
の
よ
う
な
書
物
を
参
考
と
し
た
も
の
か
、

そ
れ
は
不
明
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
あ
る
書
物
を
参
照
し
つ
つ

も
、
自
ら
が
聞
き
覚
え
て
い
た
物
語
に
よ
る
ア
レ
ン
ジ
も
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
も
そ
も
〈
昔
話
〉
と
は
口
承
文
芸
で
あ
っ
て
、
そ
の
成
立

に
関
し
て
は
、
古
来
様
々
な
考
証
的
、
そ
し
て
民
俗
学
的
研
究

や
保
存
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
か
た
や
、
「
こ
の
話
は
江
戸

時
代
に
馬
琴
の
『
燕
石
雑
志
』
そ
の
他
に
記
さ
れ
て
有
名
に
な

っ
た
」
（
『
日
本
昔
話
事
典

＊
３』

）
と
あ
る
よ
う
に
、
記
述
さ
れ

た
こ
と
に
よ
る
一
定
の
枠
組
み
を
持
っ
た
〈
読
物
〉
と
し
て
も

広
め
ら
れ
、
後
の
〈
童
話
〉
に
つ
な
が
っ
て
い

＊
４

く
。
『
燕
石
雑

武者小路版、岸田劉生による第三場挿画
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(3)

志
』
は
一
八
一
一
（
文
化
八
）
年
の
も
の
だ
が
、
ま
た
〈
絵
本
〉

と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
は
、
そ
れ
よ
り
も
早
く
、
一
八
世

紀
以
前
か
ら
赤
小
本
や
豆
本
と
し
て
、
こ
の
物
語
は
描
き
伝
え

ら
れ
、
現
代
に
つ
な
が
っ
て
い

＊
５

る
。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
武
者
小
路
は
な
ん
ら
か
の
「
か
ち
か
ち
山
」

を
も
と
に
、
そ
れ
を
〈
読
物
〉
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
〈
童
話

劇
〉
と
し
て
、
さ
ら
に
岸
田
劉
生
の
斬
新
で
豊
富
な
挿
画
を
得

て
〈
絵
本
〉
と
し
て
も
再
生
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
か
ら
翌
々
年
に
か
け
て
博
文
館
か

ら
刊
行
さ
れ
、
後
に
楠
山
正
雄
『
日
本
童
話
宝
玉
集
』
（
大
10
・

12
上
巻
、
翌
年
4
月
下
巻
刊
行
）
な
ど
の
〈
童
話
〉
の
模
範
と

な
っ
た
と
考
え
ら
れ

＊
６

る
、
巌
谷
小
波
の
『
日
本
昔
噺
』
叢
書
（
全

二
四
冊
）
の
第
九
冊
『
か
ち

く
山
』
（
明
28
・
5
、
本
文
の

題
名
は
「
勝
々
山
」
）
を
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
取
り
上
げ
、

両
者
を
比
較
し
た
い
。
こ
の
巌
谷
に
よ
る
「
勝
々
山
」
は
、
古

く
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
か
ち
か
ち
山
」
の
内
容
を
、
お
お
む

ね
網
羅
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
ま
ず
、
武
者
小
路
の
「
か
ち

く
山
」
（
上
段
、
以

後
「
武
者
小
路
版
と
呼
ぶ
」
）
と
巌
谷
の
「
勝
々
山
」
（
下
段
、

以
後
巌
谷
版
と
呼
ぶ
）の
概
要
を
、
次
頁
以
降
に
並
べ
る
の
で
、

随
時
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
表
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
く
と
、

武
者
小
路
版
の
本
文
は
〈
一
〉
～
〈
七
〉
、
つ
ま
り
第
一
場
か

ら
第
七
場
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
章
構
成
の
な
い
巌
谷
版
に
つ

い
て
は
、
武
者
小
路
版
の
分
け
方
に
合
わ
せ
、
そ
の
内
容
を
１

～
７
に
分
け
て
記
し
た
。
ま
た
、
こ
の
七
つ
の
場
は
、
狸
の
凶

行
に
終
る
第
三
場
ま
で
と
、
兎
の
報
復
が
始
ま
る
第
四
場
の
間

を
境
と
し
て
、
前
半
と
後
半
に
分
か
れ
る
の
で
、
そ
の
境
界
に

線
を
付
し
た
。 

 

な
お
、
前
頁
に
岸
田
劉
生
に
よ
る
武
者
小
路
版
の
挿
画
の
図 

巌谷版、寺崎広業による表紙 
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(4)

                    

                    

第
一
場 
か
つ
て
爺
さ
ん
に
川
か
ら
助
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る

兎
が
、
病
が
治
っ
た
と
挨
拶
に
来
る
。
そ
こ
に
爺
さ
ん
が
、

昼
寝
を
し
て
い
た
、
い
た
ず
ら
者
の
狸
を
捕
ら
え
て
帰
っ
て

く
る
。
兎
の
説
得
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
殺
し
て
狸
汁
に
す
る
の

は
や
め
、
し
ば
ら
く
飼
っ
て
反
省
の
様
子
を
見
る
こ
と
に
す

る
。 

 

第
二
場 

爺
さ
ん
の
外
出
中
、
狸
を
閉
じ
込
め
た
小
屋
の
前
で

婆
さ
ん
が
米
を
つ
く
。
狸
は
言
葉
巧
み
に
婆
さ
ん
を
だ
ま
し

て
小
屋
か
ら
出
し
て
も
ら
う
。
狸
は
米
つ
き
を
手
伝
う
が
、

隙
を
見
て
婆
さ
ん
に
襲
い
か
か
っ
て
殺
し
て
し
ま
う
。 

   

第
三
場 

婆
さ
ん
に
化
け
た
狸
が
作
っ
た
婆
汁
を
爺
さ
ん
が
口

に
し
か
け
た
時
、
兎
が
や
っ
て
く
る
。
狸
は
婆
を
食
っ
た
ぢ
ゝ 

前 
半 

武
者
小
路
実
篤｢

か
ち

く
山｣

(

大
6
・

7)
 

１ 

毎
晩
出
て
き
て
は
畑
を
荒
ら
す
近
所
の
古
狸
を
、
爺
さ
ん

が
罠
を
し
か
け
て
つ
い
に
捕
ま
え
る
。
大
喜
び
で
帰
宅
し
、

狸
汁
に
す
る
か
ら
逃
さ
な
い
よ
う
に
番
を
し
て
お
け
、
と
婆

さ
ん
に
言
い
つ
け
、
爺
さ
ん
は
狸
を
物
置
の
梁
に
つ
る
し
上

げ
、
畑
に
戻
っ
て
行
く
。 

  

２ 

ど
う
に
か
し
て
逃
げ
よ
う
と
悪
知
恵
を
絞
っ
た
狸
は
、
傍

で
麦
を
つ
い
て
い
た
婆
さ
ん
に
手
伝
い
を
申
し
出
、
言
葉
巧

み
に
説
得
し
て
縄
を
解
か
せ
る
。
狸
は
杵
を
受
け
取
る
な
り
、

突
然
婆
さ
ん
に
打
っ
て
か
か
っ
て
殺
し
て
し
ま
う
。
狸
は
狸

汁
の
代
り
に
婆
汁
を
作
り
、
婆
さ
ん
に
化
け
て
爺
さ
ん
の
帰

り
を
待
つ
。 

 

３ 
夕
方
に
な
っ
て
、
狸
汁
を
楽
し
み
に
帰
っ
て
き
た
爺
さ
ん

は
、
婆
さ
ん
に
勧
め
ら
れ
る
ま
ま
に
、
お
代
り
ま
で
し
て
婆

 

巌
谷

小
波｢

勝
々

山｣
(

明

28
・

5)
 

※
章
は
寺
澤
に
よ
る
。 
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(5)

                    

                    

第
四
場 

し
ば
ら
く
後
、
そ
れ
ぞ
れ
背
中
に
草
を
担
い
だ
兎
と

狸
が
山
の
端
で
出
逢
い
、
腰
を
下
ろ
し
て
話
し
込
む
。
狸
は

爺
さ
ん
の
報
復
を
恐
れ
て
い
た
が
、
病
気
で
寝
込
ん
で
い
る

と
聞
い
て
安
心
す
る
。
別
れ
際
に
兎
は
狸
を
舟
遊
び
に
誘
う
。

ま
た
、
狸
の
嘘
や
傲
慢
に
腹
を
立
て
、
背
負
っ
て
い
た
草
を

焼
こ
う
と
思
い
つ
い
て
狸
を
呼
び
返
す
。 

 

第
五
場 

兎
は
狸
の
隙
を
見
て
火
を
つ
け
る
。
不
審
な
音
を
尋

ね
る
狸
に
、
兎
は
「
か
ち
か
ち
山
」
だ
、
「
ぼ
う
ぼ
う
山
」

だ
と
答
え
る
。
火
が
燃
え
上
が
り
、
熱
い
熱
い
と
狸
が
騒
ぎ

出
す
と
、
兎
は
同
情
す
る
言
葉
と
は
裏
腹
に
、
木
の
枝
で
狸

の
背
の
火
を
あ
お
ぎ
な
が
ら
、
山
陰
に
隠
れ
て
し
ま
う
。 

後 

半 

 

い
、
縁
の
下
を
見
ろ
と
、
か
ら
か
い
な
が
ら
逃
走
す
る
。
爺

さ
ん
は
婆
さ
ん
の
骨
を
見
つ
け
て
激
し
く
悲
嘆
す
る
。
兎
も

泣
き
な
が
ら
婆
さ
ん
の
敵
討
ち
を
約
束
す
る
。 

 

４ 

お
爺
さ
ん
に
見
つ
か
る
の
を
怖
が
り
、
穴
の
奥
に
引
き
こ

も
っ
て
い
た
狸
を
、
兎
は
、
遊
山
気
分
で
山
へ
芝
刈
り
に
行

こ
う
と
誘
い
出
す
。 

    

５ 

そ
の
帰
り
道
、
兎
は
芝
を
背
負
っ
た
狸
の
後
ろ
に
そ
っ
と

回
り
こ
み
、
燧
石
を
鳴
ら
す
。
不
審
な
音
を
尋
ね
る
狸
に
、

兎
は
「
カ
チ
カ
チ
山
」
だ
、
「
ボ
ウ
ボ
ウ
山
」
だ
と
答
え
る
。

火
が
燃
え
上
が
っ
て
狸
が
騒
ぎ
出
す
と
、
兎
は
驚
い
た
振
り

を
し
な
が
ら
も
、
狸
の
背
の
火
を
あ
お
い
で
い
る
う
ち
に
、

  

汁
を
食
べ
る
。
す
る
と
狸
が
正
体
を
現
し
て
、
婆
食
っ
た
爺

や
い
、

な

が

し

流
板
の
下
の
骨
を
見
ろ
、
と
言
い
な
が
ら
逃
走
す
る
。

驚
い
た
爺
さ
ん
は
、
悲
嘆
に
暮
れ
て
泣
き
伏
せ
る
。
そ
こ
に

近
所
に
す
む
、
親
切
な
白
兎
が
や
っ
て
く
る
。
兎
は
お
爺
さ

ん
の
話
を
聞
い
て
気
の
毒
が
り
、
敵
討
ち
を
約
束
し
て
お
爺

さ
ん
を
慰
め
、
帰
っ
て
行
く
。 
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(6)

                    

                    

  
第
六
場 

狸
と
の
舟
遊
び
の
約
束
の
前
日
、
婆
さ
ん
の
墓
を
掃

除
し
な
が
ら
悲
し
ん
で
い
た
爺
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
、
献
花
を

携
え
た
兎
が
や
っ
て
く
る
。
爺
さ
ん
と
兎
は
、
慢
心
す
る
狸

に
辛
子
を
塗
ら
せ
た
話
な
ど
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
翌
日
の

計
略
や
爺
さ
ん
の
応
援
な
ど
を
話
し
合
い
、
婆
さ
ん
の
墓
に

成
功
を
祈
る
。 

 

第
七
場 

兎
は
川
岸
に
小
さ
め
の
舟
と
、
ご
馳
走
を
載
せ
た
大

き
め
の
泥
舟
を
用
意
し
て
狸
を
待
つ
。
首
尾
良
く
泥
舟
の
狸

を
深
い
淵
に
連
れ
出
し
、
近
く
の
柳
に
船
を
結
ぶ
。
狸
は
溶

け
出
し
た
舟
の
上
で
、
お
前
の
舟
を
見
ろ
、
と
い
う
婆
さ
ん

の
声
色
に
驚
き
、
詫
び
て
救
い
を
求
め
な
が
ら
溺
れ
る
。
兎

は
櫂
を
振
り
上
げ
、
柳
に
隠
れ
て
い
た
爺
さ
ん
は
扇
を
開
い

て
快
哉
を
叫
ぶ
。 

  

 

狸
は
自
分
の
穴
に
逃
げ
込
む
。 

 

６ 

そ
の
翌
日
、
兎
は
火
傷
に
苦
し
む
狸
に
、
薬
と
偽
っ
て
唐

辛
子
味
噌
を
塗
ら
せ
、
さ
ら
に
苦
痛
を
与
え
る
。
心
の
曲
が

っ
た
、
し
ぶ
と
い
狸
を
さ
ら
に
懲
ら
し
め
よ
う
と
兎
が
考
え

て
い
る
と
、
傷
が
治
っ
た
狸
が
訪
れ
る
。
兎
は
海
に
船
を
出

そ
う
と
狸
を
誘
う
。
狸
が
帰
る
と
す
ぐ
に
、
兎
は
木
の
舟
と

泥
の
船
の
用
意
を
始
め
る
。 

 

７ 

二
三
日
後
、
狸
は
泥
舟
に
、
兎
は
木
船
に
乗
っ
て
沖
に
漕

ぎ
出
す
。
兎
が
狸
に
競
争
を
誘
っ
て
一
生
懸
命
に
漕
ぐ
う
ち

に
、
狸
の
泥
舟
が
崩
れ
出
す
。
救
い
を
求
め
て
騒
ぐ
狸
に
向

か
っ
て
兎
は
、
婆
汁
の
報
い
な
の
だ
か
ら
覚
悟
し
ろ
、
と
言

っ
て
櫂
を
狸
の
脳
天
に
振
り
下
ろ
し
、
水
底
に
沈
め
て
し
ま

う
。
兎
は
仇
討
の
成
功
を
お
爺
さ
ん
に
報
告
し
、
後
に
飼
わ

れ
て
我
が
子
同
様
に
か
わ
い
が
ら
れ
る
。 
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版
を
、
そ
の
次
の
頁
に
は
寺
崎
広
業
に
よ
る
巌
谷
版
の
表
紙
の

図
版
を
挙
げ
た
。
特
に
兎
の
容
姿
の
相
違
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

作
品
の
イ
メ
ー
ジ
が
表
れ
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。 

  
 

二 

前
半
の
構
成
に
つ
い
て 

  

次
に
、
お
お
む
ね

プ
ロ
ッ
ト

筋
展
開
に
沿
い
な
が
ら
、
巌
谷
版
と
の
構

成
上
の
相
違
を
中
心
に
、
武
者
小
路
版
の
特
徴
を
検
討
す
る
。 

 

ま
ず
第
一
場
で
は
、
武
者
小
路
版
が
、
狸
は
昼
寝
の
間
に
捕

ま
っ
た
、
と
い
う
設
定
と
な
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
巌

谷
版
と
は
異
な
っ
て
、
爺
が
特
に
罠
な
ど
を
し
か
け
る
こ
と
な

く
、
狸
の
油
断
に
乗
じ
て
捕
ま
え
た
と
い
う
武
者
小
路
版
の
設

定
か
ら
は
、
爺
の
人
柄
が
策
略
的
で
は
な
く
、
よ
り
穏
や
か
な

も
の
に
変
え
て
造
型
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

確
か
に
爺
は
、
「
な
に
、
之
は
人
を
だ
ま
し
て
許
り
ゐ
る
わ

る
い
狸
だ
か
ら
、
殺
す
方
が
い
ゝ
の
だ
よ
。
」
〈
一
〉
と
言
っ

て
、
狸
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
に
厳
し
い
が
、
後
の
婆
の
台
詞

の
中
に
は
、
「
一
ぺ
ん
な
ん
か
爺
さ
ん
が
だ
ま
さ
れ
て
も
う
少

し
で
川
に
お
ち
さ
う
に
な
つ
て
や
つ
と
助
か
つ
た
こ
と
も
あ
つ

た
の
だ
よ
。｣

〈
同
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
武
者
小
路
版
に
お
い
て

も
、
最
初
か
ら
狸
に
非
が
あ
る
た
め
に
、
爺
が
油
断
し
て
い
る

狸
を
捕
ま
え
る
必
然
性
は
あ
っ
た
の
で
あ

＊
７

る
。 

 

次
に
、
巌
谷
版
で
は
兎
の
登
場
は
婆
汁
話
の
後
だ
が
、
武
者

小
路
版
で
は
、
兎
が
冒
頭
か
ら
登
場
す
る
。
「
お
爺
さ
ん
が
、

あ
れ
が
川
に
お
ち
た
の
を
助
け
て
や
つ
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
そ

の
恩
を
今
だ
に
覚
え
て
ゐ
る｣

〈
一
〉
兎
が
、
病
が
治
っ
た
と
挨

拶
に
来
る
の
で
あ
る
。
兎
の
こ
の
登
場
場
面
の
相
違
は
、
原
話

を
知
る
読
者
の
目
を
引
く
部
分
で
あ
る
が
、
そ
の
意
図
と
効
果

は
な
に
か
。 

 

も
と
も
と
原
話
で
は
、
前
半
の
狸
対
爺
婆
の
対
立
と
、
後
半

の
兎
対
狸
の
対
立
と
の
間
に
、
兎
が
爺
婆
を
助
け
る
、
い
わ
ば

代
理
報
復
の
動
機
に
関
す
る
飛
躍
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
関
敬

吾
「
か
ち
か
ち
山
の
構
造
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。 

 
 

「
か
ち
か
ち
山
」
の
内
容
を
こ
こ
に
の
べ
る
ま
で
も
な

い
が
、
民
間
に
伝
承
さ
れ
た
も
の
と
比
較
す
る
た
め
に
、

『
燕
石
雑

マ
マ誌

』
に
も
と
づ
い
て
そ
の
構
造
を
簡
単
に
あ
げ

る
。 

 
一
、
翁
が
山
田
で
餉
を
狸
に
盗
ま
れ
、
狸
を
生
捕
っ
て
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帰
り
、
羹
に
し
て
お
け
と
媼
に
あ
ず
け
る
。
狸
は
媼
を
騙

し
て
繩
を
と
か
せ
、
媼
を
殺
し
て
媼
の
羹
を
翁
に
く
わ
せ

て
逃
げ
る
。 

 

二
、
兎
が
来
て
同
情
し
、
ａ
、
狸
と
山
に
行
き
柴
を
負

わ
せ
て
火
を
つ
け
て
苦
し
め
る
。
ｂ
、
木
舟
と
泥
舟
に
乗

っ
て
海
に
出
て
狸
を
沈
め
る
。 

 

こ
れ
が
、
現
在
、
一
般
に
流
布
さ
れ
た
「
か
ち
か
ち
山
」

の
ふ
つ
う
の
形
式
で
あ
っ
て
、
こ
の
昔
話
は
、
二
つ
の
部

分
に
わ
か
れ
、
人
間
と
動
物
、
動
物
相
互
間
の
葛
藤
を
主

題
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
行
為
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
る
。 

 

な
に
び
と
も
気
付
く
よ
う
に
、
こ
の
昔
話
の
構
成
は
不

自
然
で
あ
る
。
前
半
と
後
半
と
は
明
ら
か
に
統
一
を
か

＊
８

く
。 

 

「
か
ち
か
ち
山
」
の
成
立
を
論
じ
る
関
は
、
採
集
さ
れ
た
モ

チ
ー
フ
の
分
析
を
経
て
、前
半
は「
本
来
別
個
の
も
の
で
あ
り
」、

後
半
の｢

兎
の
行
為
を
合
理
化
す
る
た
め
に
附
加
さ
れ
た
も

＊
９

の
」

と
す
る
。 

 

さ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
武
者
小
路
版
は
、
兎
と
爺
婆
の
間
に
、

助
け
て
も
ら
っ
た
と
い
う
兎
の
恩
義
の
モ
チ
ー
フ
を
置
い
て
い

る
。
ま
た
、
そ
の
病
気
に
つ
い
て
は
、
後
に
「
兎
さ
ん
、
暫
ら

く
だ
ね
。
病
気
だ
つ
た
さ
う
だ
ね
。
も
う
い
ゝ
の
か
。｣

〈
一
〉

と
、
兎
の
安
否
を
問
う
爺
に
対
し
て
、
兎
が
「
え
ゝ
、
お
か
げ

で
こ
の
通
り
丈
夫
に
な
り
ま
し
た
。｣

〈
同
〉
と
答
え
て
い
る
こ

と
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
兎
が
川
に
落
ち
た
た
め
の
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
兎
が
爺
と
婆
の
味
方
に
付
く
理

由
が
報
恩
譚
と
し
て
明
確
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
原
話
の
よ
う
な

飛
躍
の
解
消
が
意
図
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
同
時
に
、
兎
は
こ

の
作
品
の
主
人
公
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、こ
の
武
者
小
路
版
で
は
、兎
の
早
い
登
場
に
よ
っ
て
、

狸
の
処
分
の
話
し
合
い
に
兎
も
加
わ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ

で
兎
は
爺
に
「
殺
す
の
は
可
哀
さ
う
で
す
よ
。｣

〈
一
〉
、
「
し

ば
り
つ
け
た
り
、
か
ご
に
入
れ
た
り
す
る
と
、
又
う
た
が
ひ
深

い
狸
の
こ
と
で
す
か
ら
、
食
は
れ
や
し
な
い
か
と
思
つ
て
、
す

き
が
あ
る
と
逃
げ
や
う
と
し
ま
す
よ
。｣

〈
同
〉
、「
お
爺
さ
ん
、

許
し
て
や
つ
た
ら
ど
う
で
す
。
飼
ふ
の
も
大
変
で
す
よ
。
」〈
同
〉

と
、
三
た
び
に
わ
た
っ
て
狸
を
許
せ
逃
せ
と
説
得
し
て
い
る
。

そ
こ
で
爺
は
狸
を
逃
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
兎
の
意
を
含

ん
で
狸
に
猶
予
を
与
え
た
。
と
こ
ろ
が
皮
肉
な
こ
と
に
、
こ
の

猶
予
が
後
の
悲
劇
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
。
爺
は
自
分
の
思
い
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通
り
に
狸
を
即
座
に
殺
す
か
、
兎
の
説
得
を
受
け
入
れ
て
狸
を

逃
す
べ
き
だ
っ
た
。
こ
の
伏
線
を
生
か
す
よ
う
に
、
後
に
爺
は

「
お
前
が
逃
が
し
て
し
ま
へ
と
云
つ
た
と
き
、
逃
が
し
て
し
ま

へ
ば
あ
ん
な
こ
と
は
な
か
つ
た
の
だ
。｣

〈
六
〉
と
激
し
く
後
悔

す
る
。
爺
は
昼
寝
の
狸
を
捕
ま
え
る
程
度
の
策
略
家
で
し
か
な

い
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
よ
う
に
凡
庸
な
善
人
に
と
し
て
造
型

さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
て
兎
が
筋
展
開
の
早
い
段
階
か
ら
関
わ
っ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
先
に
述
べ
た
飛
躍
の
解
消
の
み
な
ら
ず
、
主
人
公
の

兎
を
中
心
と
す
る
、

キ
ャ
ラ
ク
タ

ー

登
場
人
物
相
互
の

ド
ラ
マ
チ
ッ
ク

劇

的
、

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

力
動
的
な

関
係
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

  
 

三 

後
半
の
構
成
に
つ
い
て 

  

さ
て
、
作
品
後
半
と
な
る
第
四
場
で
は
、
い
よ
い
よ
兎
の
代

理
報
復
が
開
始
さ
れ
る
。
原
話
に
対
し
て
は
、
構
成
上
の
飛
躍

の
み
な
ら
ず
、
狸
の
性
格
に
つ
い
て
も
、
婆
に
対
す
る
前
半
の

悪
賢
さ
と
、
兎
に
対
す
る
後
半
の
愚
か
さ
の
間
に
統
一
性
に
欠

け
る
、
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
柳
田
國
男
「
か
ち

か
ち
山
考
」
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

誰
に
も
す
ぐ
眼
に
著
く
三
つ
の
部
分
、
二
つ
の
繋
ぎ
目

と
い
ふ
も
の
が
此
童
話
に
は
あ
る
。
最
初
は
可
な
り
頓
間

で
爺
の
手
に
捕
へ
ら
れ
た
ほ
ど
の
狸
が
、
婆
の
稲
搗
き
の

場
面
に
な
る
と
、
忽
ち
極
度
に
悪
賢
い
偽
善
者
に
な
つ
て
、

う
ま

く
と
老
女
を
騙
し
て
縄
を
解
か
せ
、
相
手
を
殺
し

て
変
装
し
て
、
う
そ
の
狸
汁
を
調
理
し
て
食
は
せ
た
の
み

か
、
東
京
な
ど
の
話
し
方
で
は
、
帰
り
が
け
に
冷
酷
な
る

棄
て
ぜ
り
ふ
を
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
人
で
も
こ
れ
ほ
ど

皮
肉
な
者
ば
か
り
は
居
な
い
。
そ
れ
が
又
最
後
に
兎
に
出

逢
ふ
と
き
は
、
ま
る
で
子
供
み
た
や
う
に
好
奇
心
に
釣
ら

れ
て
、
少
し
可
愛
さ
う
な
位
に
向
ふ
の
言
ひ
な
り
放
題
に

な
つ
て
居
て
殺
さ
れ
る
。
こ
の
様
な
一
貫
せ
ざ
る
性
格
と

い
ふ
も
の
は
有
り
得
べ
き
で
な
い
が
、
昔
話
だ
け
に
は
妙

に
時
々
是
が
見
ら
れ

＊
10

る
。 

  

読
ん
で
わ
か
る
と
お
り
、
こ
こ
で
柳
田
の
言
う
「
三
つ
の
部

分
」
の
最
後
の
一
部
分
が
、
第
四
場
以
降
の
後
半
に
当
た
る
。

武
者
小
路
版
で
は
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
狸
の
賢
愚
の
「
一

貫
せ
ざ
る
性
格
」
を
覆
う
べ
く
、
兎
が
狸
を
懲
ら
し
め
る
計
略
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や
動
機
の
描
出
に
力
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。 

 
第
三
場
の
狸
に
よ
る
凶
行
の
し
ば
ら
く
後
、
そ
れ
ぞ
れ
背
中

に
草
を
担
い
だ
兎
と
狸
が
山
の
端
で
出
逢
い
、
腰
を
下
ろ
し
て

話
し
込
む
。
爺
の
報
復
を
恐
れ
て
い
た
狸
は
「
婆
は
俺
を
食
ひ

た
が
つ
て
ゐ
た
。
あ
の
婆
は
お
前
さ
ん
さ
へ
食
ひ
た
が
つ
て
ゐ

た
よ
。｣

〈
四
〉
な
ど
と
、
婆
汁
と
い
う
残
虐
行
為
の
言
い
訳
を

嘘
で
塗
り
固
め
て
い
た
が
、
ひ
と
た
び
兎
か
ら
爺
は
病
気
で
寝

込
ん
で
い
る
と
聞
く
と
急
に
安
心
し
て
元
気
づ
き
、
果
て
に
は

「
婆
が
爺
を
殺
さ
う
と
思
つ
て
ゐ
た
と
云
つ
て
も
あ
の
爺
は
本

当
に
は
し
な
い
か
ら
な
。｣

〈
同
〉
と
ま
で
言
い
立
て
る
。
こ
の

時
早
く
も
狸
を
泥
舟
に
誘
い
出
す
計
略
を
胸
に
秘
め
な
が
ら
、

狸
に
話
を
合
わ
せ
て
い
た
兎
も
、
そ
の
虚
言
や
傲
慢
に
は
さ
す

が
に
感
情
を
抑
え
き
れ
な
く
な
り
、
「
狸
な
ん
か
に
だ
ま
さ
れ

る
も
の
か
。
今
に
あ
い
つ
を
ひ
ど
い
目
に
あ
は
し
て
や
る
ぞ
。

さ
う
だ
、
こ
の
火
打
ち
石
で
あ
い
つ
の
背
負
つ
て
ゐ
る
草
を
焼

い
て
や
れ
。｣

〈
同
〉
と
思
い
つ
く
。
こ
の
よ
う
な
筋
展
開
の
中

で
、
こ
の
報
復
物
語
の
象
徴
的
場
面
で
あ
り
、
「
か
ち

く
山
」

と
い
う
題
名
に
も
な
っ
た
、
兎
の
放
火
の
動
機
が
明
確
化
さ
れ

た
の
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
裏
庭
の
婆
の
墓
を
舞
台
と
す
る
、
武
者
小
路
版
の
第

六
場
は
、
巌
谷
版
は
む
ろ
ん
原
話
に
は
な
い
も

＊
11

の
で
、
こ
れ
も

構
成
上
の
大
き
な
相
違
で
あ
り
、
原
話
を
知
る
読
者
の
注
目
を

集
め
る
部
分
で
あ
る
。
時
間
的
に
は
狸
を
謀
殺
す
る
前
日
で
あ

り
、
場
面
的
に
は
婆
へ
の
献
花
を
携
え
た
兎
が
、
敵
討
ち
の
場

に
爺
を
誘
い
に
来
た
、
と
い
う
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
た
設
定
で
あ

る
。 

 

こ
の
場
は
、
兎
と
爺
と
の
会
話
の
み
か
ら
成
り
、
爺
の
台
詞

に
「
や
け
ど

、
、
、
し
て
背
中
中
あ
か
む
け
に
な
つ
た
処
に
、
お
前
に

か
ら
し

、
、
、
を
ぬ
ら
れ
て
こ
ろ
げ
ま
は
つ
て
ゐ
た
の
も
、
つ
い
こ
な

い
だ
の
話
ぢ
や
な
い
か
。｣

〈
六
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
兎
が
狸
に

薬
と
偽
っ
て
辛
子
を
塗
ら
せ
た
話
が
、
兎
と
の
会
話
に
省
略
さ

れ
て
い
る
。
原
話
で
は
な
か
な
か
残
酷
か
つ
有
名
な
場
面
で
あ

る
が
、
兎
の
報
復
譚
自
体
に
は
、
武
者
小
路
の
興
味
が
あ
ま
り

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

一
方
で
は
、
婆
の
墓
を
前
に
し
て
の
、
兎
と
爺
と
の
心
情
的

交
流
の
表
現
に
は
筆
が
割
か
れ
て
い
る
。
兎
も
お
そ
ら
く
爺
も

婆
の
墓
の
前
で
涙
ぐ
み
な
が
ら
、
翌
日
の
復
讐
の
成
功
を
真
剣

に
祈
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
終
幕
直
前
に
、
新
た
な
場
面
を

付
け
加
え
た
武
者
小
路
の
独
創
に
よ
っ
て
、
兎
と
爺
の
連
帯
と

い
う
モ
チ
ー
フ
が
生
じ
、
そ
し
て
兎
の
代
理
報
復
の
動
機
へ
の
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主
体
性
が
強
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

 
次
に
、
川
岸
を
離
れ
て
深
い
淵
に
至
っ
て
、
復
讐
劇
の
大
団

円
を
迎
え
る
、
武
者
小
路
版
の
第
七
場
の
舞
台
も
ま
た
、
海
辺

か
ら
沖
に
漕
ぎ
出
し
て
い
く
と
い
う
巌
谷
版
と
は
異
な
っ
て
い

る
。
『
燕
石
雑
志
』
ほ
か
の
原
話
で
も
、
復
讐
の
場
は
海
で
あ

っ
て
、
川
の
例
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な

＊
12

い
。
し
か
し
武
者
小
路
版

は
、
「
お
前
の
舟
を
見
ろ
。
お
前
の
舟
を
見
ろ
。｣

〈
七
〉
と
婆

の
声
色
を
使
っ
た
り
、
「
出
か
し
た
ぞ
兎
！｣

〈
同
〉
と
扇
を
開

い
て
快
哉
を
叫
ぶ
と
い
う
よ
う
な
、
爺
が
兎
と
共
に
闘
う
筋
立

て
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
海
で
は
な
く
て
川
が
設
定
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

ま
た
武
者
小
路
版
で
は
、
兎
は
「
あ
い
つ
を
こ
の
泥
舟
に
の

せ
る
の
が
一
番
む
づ
か
し
い
仕
事
だ
。
あ
い
つ
は
慾
が
深
い
か

ら
、
こ
の
舟
の
方
を
少
し
大
き
く
立
派
に
つ
く
つ
お
い
て
や
つ

た
。
そ
の
上
に
こ
の
舟
の
方
へ
御
馳
走
を
の
せ
て
お
い
て
や

れ
。｣

〈
七
〉
と
、
狸
の
欲
に
よ
っ
て
狙
い
の
泥
舟
を
選
ば
せ
よ

う
と
し
て
い
る
。 

 

場
面
は
前
後
す
る
が
、
兎
の
こ
の
や
り
方
は
、
後
半
冒
頭
の

兎
が
狸
を
か
ち
か
ち
山
に
誘
い
出
す
場
面
で
、
爺
に
「
ま
づ

ま
め豆

を
い
り熬

給
へ
と
て

い
ら熬

し
つ
。
こ
れ
を

け笥
に
も
り
て
山
へ
と
て
も
て

ゆ
く
に
、

た
ぬ
き

狸

そ
の

か香
に
よ
り
来
て
、
わ
れ
に
も

ま
め
ひ
と
に
ぎ
り

豆

一

握
ば

か
り

え得
さ
せ
よ
と
い
ふ
。｣

（
『
燕
石
雑
志

＊
13』)

と
、
あ
る
原
話

の
中
で
は
、
狸
の
欲
望
に
訴
え
て
お
び
き
寄
せ
て
い
た
と
い
う

方
法
と
似
た
や
り
方
で
あ
る
。
こ
の
豆
の
挿
話
自
体
は
、
武
者

小
路
版
に
も
巌
谷
版
に
も
な
い
が
、武
者
小
路
版
に
お
い
て
は
、

こ
の
終
幕
ま
ぎ
わ
の
大
事
な
場
面
の
中
に
、
形
を
変
え
て
用
い

ら
れ
た
こ
と
で
、狸
の
欲
深
さ
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
先
に
柳
田
が
指
摘
し
て
い
た
、
狸
の
賢
愚
の

「
一
貫
せ
ざ
る
性
格
」を
覆
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

ま
た
兎
に
し
て
も
、
そ
の
意
図
を
見
抜
か
れ
ぬ
よ
う
に
、
「
も

し
重
い
や
う
だ
つ
た
ら
。

 
 

マ
マ

こ
の
舟
と
か
へ
ま
せ
う
。｣

〈
七
〉
と
、

逆
に
木
の
舟
を
狸
に
勧
め
る
用
心
さ
ま
で
持
っ
て
そ
れ
を
補
強

し
て
い
る
。 

 

爺
が
扇
を
開
い
て
「
出
か
し
た
ぞ
兎
！
」
と
叫
ぶ
姿
に
よ
っ

て
、
こ
の
復
讐
の
物
語
は
大
団
円
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
は
あ
た
か
も
合
戦
場
面
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
報

復
戦
の
勝
利
に
よ
る
歓
喜
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。 

 
こ
こ
で
終
幕
と
な
る
武
者
小
路
版
と
は
異
な
っ
て
、
巌
谷
版

の
方
に
は
後
日
談
が
付
け
加
え
ら
れ
、
兎
が
爺
に
飼
わ
れ
て
我

が
子
同
様
に
か
わ
い
が
ら
れ
、
め
で
た
し
め
で
た
し
と
終
る
。
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こ
れ
は
絵
本
に
は
比
較
的
多
い
結
末
の
付
け
方
で
あ

＊
14る

が
、
兎

の
報
償
を
付
け
加
え
る
こ
と
で
、
原
話
に
お
け
る
代
理
復
讐
の

必
然
性
の
薄
さ
を
補
う
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
原
話
モ
デ
ル
と
し
て
の
巌
谷
版
と
の
比
較

に
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
た
、
武
者
小
路
版
の
構
成
上
の
お
も
な

特
徴
を
整
理
す
る
と
、
原
話
で
問
題
と
さ
れ
た
、
前
半
部
と
後

半
部
の
飛
躍
や
不
統
一
に
対
し
て
、
筋
展
開
に
お
い
て
は
、
主

人
公
の
兎
に
よ
る
爺
婆
ら
へ
の
報
恩
譚
と
し
て
解
消
さ
れ
た
こ

と
、
ま
た
人
物
造
型
に
お
い
て
は
、
兎
の
計
略
、
動
機
、
お
よ

び
狸
の
欲
深
さ
の
描
出
に
よ
っ
て
一
貫
性
が
与
え
ら
れ
た
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
原
話
の
改
変
は
、
登
場

人
物
相
互
の
劇
的
、
力
動
的
な
関
係
の
構
築
を
通
し
て
、
結
末

部
の
兎
と
爺
の
連
帯
に
よ
る
、
報
復
の
戦
い
の
勝
利
の
歓
喜
を

描
き
出
し
た
の
で
あ
る
。 

  
 

四 

登
場
人
物
と
主
題
、
情
調
に
つ
い
て 

  

さ
て
、
武
者
小
路
の
〈
童
話
劇
〉
が
、
巌
谷
版
を
含
む
〈
昔

話
〉
に
比
べ
、
分
量
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
の
は
ひ
と
目
で

わ
か
る
こ
と
だ
が
、
そ
の
内
実
は
、
登
場
人
物
の
心
理
と
思
考

の
精
細
で
リ
ア
ル
な
表
現
で
あ
る
。
と
り
わ
け
こ
の
作
品
の
よ

う
に
、
語
り
手
を
持
た
な
い
戯
曲
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル

様
式
に
お
い
て
は
、

そ
れ
は
彼
ら
の
お
び
た
だ
し
い
会
話
、
独
白
や
行
為
に
よ
っ
て

表
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性
的
な
人
物
造
型
を
持
つ
に
至
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
こ
そ
、
素
朴
な
〈
昔
話
〉
は
、
明
確
な
主
題
や
情

調
を
持
つ
、
近
代
の
〈
童
話
劇
〉
へ
と
変
っ
て
い
く
。 

 

そ
こ
で
、
次
に
爺
、
狸
、
兎
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
の
検
討

を
経
て
、
武
者
小
路
の
「
か
ち

く
山
」
の
主
題
と
情
調
を
考

え
る
。
最
初
に
爺
の
造
型
を
振
り
返
り
た
い
。 

  
 

爺
。
だ
が
あ
い
つ
は
す
ぐ
又
い
た
づ
ら
を
す
る
か
ら
ね
。

い
た
づ
ら
を
し
な
い
と
云
ふ
こ
と
さ
へ
わ
か
れ
ば
よ

ろ
こ
ん
で
逃
し
て
や
る
が
、
そ
れ
が
い
く
ら
考
へ
て

も
あ
て
に
は
な
ら
な
い
か
ら
ね
。
そ
れ
で
困
る
よ
。

お
互
の
心
が
わ
か
ら
な
い
の
だ
か
ら
ね
。
わ
か
つ
た

つ
て
又
か
は
ら
な
い
と
も
限
ら
な
い
の
だ
か
ら
困
る

よ
。
〈
一
〉 

  
狸
に
つ
い
て
述
べ
た
爺
の
こ
の
台
詞
に
は
、
目
に
は
見
え
な

い
、
し
か
も
こ
ろ
こ
ろ
と
動
き
回
っ
て
実
体
を
把
握
で
き
な
い
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心
の
あ
り
よ
う
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
「
だ
が
時
が
た

つ
と
そ
ん
な
よ
ろ
こ
び
は
消
え
て
ゆ
く
」
〈
一
〉
と
い
う
感
情

や
、「
そ
の
言
葉
が
あ
て
に
な
り
や
許
し
て
や
つ
て
も
い
ゝ
が
、

あ
て
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
わ
か
ら
な
い｣

〈
同
〉
と
い
う
言
葉

に
対
す
る
懐
疑
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
爺
の
凡
庸
な
善
人
と
い
う
造
型
ゆ
え
の

こ
と
で
、
そ
れ
を
超
え
る
の
は
兎
と
狸
で
あ
る
。
次
に
狸
の
造

型
の
特
徴
を
考
え
る
。 

 

狸
。
そ
れ
に
し
て
も
、
も
う
少
し
早
く
気
が
つ
け
ば
よ
か

つ
た
の
で
す
。
ど
う
せ
皆
に
親
切
に
し
た
つ
て
誰
も
信

用
し
て
は
く
れ
な
い
、
そ
し
て
皆
油
断
し
て
ゐ
れ
ば
こ

つ
ち
が
殺
さ
れ
る
許
り
だ
、
誰
も
私
を
愛
し
て
ゐ
る
も

の
は
な
い
、
あ
つ
て
も
、利
益
の
為
に
は
私
を
殺
す
位
、

な
ん
と
も
思
つ
て
ゐ
な
い
。
さ
う
思
つ
て
ゐ
ま
し
た
。

だ
か
ら
誰
で
も
見
れ
ば
疑
は
な
い
で
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た

の
で
す
。
そ
し
て
損
す
る
の
が
い
や
で
す
か
ら
、
だ
ま

さ
れ
な
い
用
心
許
り
し
て
ゐ
ま
し
た
。
〈
二
〉 

  

狸
は
婆
に
小
屋
か
ら
出
さ
れ
て
手
伝
い
な
が
ら

―
実
は

逃
げ
る
隙
を
う
か
が
い
つ
つ

―
こ
の
よ
う
に
前
非
を
悔
い

る
よ
う
な
言
葉
を
操
る
。
し
か
し
結
局
、
狸
を
信
じ
た
婆
は
狸

に
殺
さ
れ
、
兎
を
信
じ
た
狸
は
兎
に
殺
さ
れ
る
。
狸
の
前
非
は

む
し
ろ
非
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
婆

汁
の
凶
行
も
、
狸
汁
の
危
機
に
対
す
る
行
き
過
ぎ
た
防
御
だ
っ

た
。
こ
の
信
用
と
疑
い
の

ジ

レ

ン

マ

板
挟
み
を
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
、

と
い
う
問
題
提
起
が
、
こ
こ
に
は
あ
る
。
「
か
ち

く
山
」
の

物
語
は
、
こ
う
し
て
狸
の
ジ
レ
ン
マ
に
身
を
置
け
ば
、
救
い
な

い
疑
心
暗
鬼
の
中
の
、
際
限
な
い
報
復
の
物
語
と
化
す
。
最
後

に
、
こ
の
狸
を
倒
し
た
兎
の
造
型
の
特
徴
を
見
る
。 

 

兎
。
え
ゝ
、
用
心
に
用
心
し
て
ゐ
ま
す
。
自
分
で
も
私
の

や
う
な
も
の
に
ど
う
し
て
狸
を
だ
ま
す
力
が
あ
る
の
か

と
思
つ
て
、
気
味
が
わ
る
い
位
で
す
。
自
分
で
自
分
を

思
つ
た
よ
り
悪
者
ぢ
や
な
い
か
と
さ
へ
思
ふ
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
〈
六
〉 

  
「
一
た
い
僕
は
人
を
憎
む
こ
と
は
き
ら
ひ
な
の
だ
。｣

〈
四
〉

と
い
う
兎
の
台
詞
も
結
局
は
嘘
と
な
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
兎

の
自
省
は
、
原
話
の
近
代
的
解
釈
と
言
え
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
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る
策
略
的
な
し
た
た
か
さ
は
、
狸
の
よ
う
な
者
の
存
在
す
る
、

こ
の
現
実
世
界
で
生
き
抜
く
た
め
の
必
要
悪
と
い
う
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
人
物
造
型
に
お
い
て
は
、
心

と
言
葉
の
あ
り
よ
う
へ
の
懐
疑
に
惑
う
爺
、
信
用
と
疑
い
の
ジ

レ
ン
マ
の
狸
、現
世
を
生
き
抜
く
策
略
家
の
兎
と
い
う
特
徴
が
、

リ
ア
リ
ズ

＊
15

ム
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
に

一
貫
す
る
モ
チ
ー
フ
は
信
用
の
可
否
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
作
品
の

テ

ー

マ

主
題
は
〈
信
頼
〉
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
武
者
小
路
に
よ
る
「
か
ち

く
山
」
は
、
単
な
る

〈
復
讐
〉
の
物
語
で
あ
っ
た
原
話
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た

も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
先
に
筆
者
は
作
品
の
終
末
部
に
対
し
て
、
兎
と
爺
の

連
帯
に
よ
る
、
報
復
の
戦
い
の
勝
利
の
歓
喜
と
評
し
た
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
登
場
人
物
像
や
主
題
を
持
つ
、
こ
の
作
品
の

読
後
感
は
、
そ
の
ま
ま
歓
喜
と
呼
ん
で
終
る
も
の
で
は
な
い
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
。
む
し
ろ
「
出
か
し
た
ぞ
兎
！｣

〈
七
〉
と
い

う
爺
の
叫
び
に
は
悲
壮
感
が
漂
う
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
作
品
の
情
調
と
し
て
は
、
〈
悲
壮
を
帯
び
た
歓
喜
〉
と
い

う
言
葉
を
用
い
た
い
と
思
う
。 

  
 

五 

〈
童
話
劇
〉
と
い
う
問
題
に
つ
い
て 

  

武
者
小
路
は
こ
の
〈
童
話
劇
〉
に
つ
い
て
、
「
こ
れ
は
場
面

は
少
し
多
い
が
、
完
成
品
で
あ
る
。
」（
「
或
る
男
」〈
二
百

＊
16一

〉

と
書
い
て
い
る
。
こ
の
「
場
面
」
と
は
作
品
の
全
七
場
を
指
す

も
の
だ
が
、
こ
の
言
葉
か
ら
は
、
彼
が
上
演
を
意
識
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
作
品
を
発
表
し
た
一
九
一
七
（
大
正
六
）

年
は
、
一
月
に
大
作
戯
曲
「
あ
る
青
年
の
夢
」
を
刊
行
し
、
ま

た
三
月
に
は
戯
曲
「
そ
の
妹
」
が
、
五
月
に
は
戯
曲
「
悪
夢
」

が
上
演
さ
れ
て
い
た
。
文
壇
は
『
白
樺
』
の
全
盛
期
で
も
あ
っ

た
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
が
実
際
に
演
じ
ら
れ
た
の
は
だ
い
ぶ

後
の
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
七
月
、
有
楽
町
の
村
（
「
新
し

き
村
」
）
の
会
場
で
、
村
の
一
座
に
よ
る
一
回
だ
け
で
あ
っ

＊
17

た
。 

 

こ
の
〈
童
話
劇
〉
は
、
舞
台
を
念
頭
に
お
い
て
考
え
れ
ば
、

前
半
で
は
狸
を
め
ぐ
る
事
件
の
描
か
れ
た
第
二
場
、
第
三
場
な

ど
が
、
後
半
で
は
兎
の
報
復
の
描
か
れ
た
第
五
場
、
第
七
場
な

ど
が
、
役
者
の
行
為
の
目
立
つ
動
的
な
場
と
な
っ
て
、
演
劇
と

し
て
の
娯
楽
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
理
屈
を
駆
使
し
た

台
詞
も
、
役
者
の
発
声
や
演
技
の
リ
ズ
ム
の
中
に
生
き
れ
ば
、
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観
客
に
は
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
共
感
を
と
も
な
っ
て
、
面
白
く

感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
を
戯
曲
と
し
て
読
む
と
、

や
や
冗
長
で
飽
き
る
嫌
い
が
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
、
子
ど
も

が
読
む
に
は
難
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
、
〈
童
話
〉

と
い
う
点
に
着
目
し
て
、
こ
の
作
品
の
教
育
性
を
検
討
す
る
。 

 

巌
谷
版
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
「
か
ち
か
ち
山
」
に
、
ど
れ
ほ

ど
の
教
育
性
が
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
代
に
至

る
ま
で
の
間
に
微
妙
に
内
容
や
表
現
を
変
え
な
が
ら
、〈
昔
話
〉

か
ら
〈
童
話
〉
、
そ
し
て
〈
児
童
文
学
〉
の
領
域
に
ま
で
取
り

込
ま
れ
て
き
た
。 

 

か
た
や
武
者
小
路
の
〈
童
話
劇
〉「
か
ち

く
山
」
は
、
赤
羽

王
郎
と
い
う
小
学
校
教
員
に
献
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
武
者

小
路
が
彼
を
初
め
て
知
っ
た
の
は
、
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年

二
月
に
信
州
上
諏
訪
で
開
か
れ
た
「
白
樺
同
人
所
蔵
泰
西
美
術

展
覧
会
」
の
折
で
あ
る
。
こ
の
時
子
供
の
た
め
の
読
物
を
書
く

約
束
を
し
た
が
、
そ
の
三
年
後
の
三
月
に
、
上
京
し
て
き
た
赤

羽
に
再
度
慫
慂
さ
れ
、
よ
う
や
く
そ
の
七
月
に
こ
の
作
品
が
発

表
さ
れ

＊
18

た
。 

 

こ
の
よ
う
な
成
立
事
情
を
持
つ
こ
の
作
品
の
中
の
、
武
者
小

路
な
り
の
文
芸
観
や
子
ど
も
観
に
も
と
づ
く
、
教
育
的
な
要
素

と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
婆
が
兎
を

評
す
る
「
お
爺
さ
ん
が
、
あ
れ
が
川
に
お
ち
た
の
を
助
け
て
や

つ
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
そ
の
恩
を
今
だ
に
覚
え
て
ゐ
る
の
だ
ら

う
が
、恩
を
覚
え
て
ゐ
る
の
は
感
心
な
話
ぢ
や
な
い
か
ね
。」〈
一
〉

と
い
う
台
詞
の
中
に
、
く
ど
い
よ
う
に
表
さ
れ
る
兎
の
恩
義
の

厚
さ
や
、
爺
に
向
か
っ
て
捕
え
た
狸
を
許
せ
逃
せ
と
再
三
説
得

す
る
兎
の
慈
悲
心
、ま
た
兎
を
馬
鹿
に
し
き
っ
た
狸
の
傲
慢
や
、

泥
舟
に
誘
わ
れ
て
「
も
う
一
つ
食
べ
て
見
な
い
と
わ
か
ら
な
い

な
。
（
又
つ
ま
む
）
少
し
は
わ
か
つ
て
来
た
や
う
だ
。
し
か
し

も
う
一
つ
食
べ
て
見
な
い
と
よ
く
わ
か
ら
な
い
ね
。｣

〈
七
〉
な

ど
と
罠
の
料
理
を
あ
さ
り
続
け
、
そ
の
滑
稽
な
姿
が
印
象
的
な

狸
の
だ
ら
し
な
さ
な
ど
が
、
学
ぶ
べ
き
も
の
と
そ
う
で
な
い
も

の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

 

し
か
し
こ
れ
ら
の
い
か
に
も
わ
か
り
や
す
い
教
育
性
は
、
こ

の
作
品
に
は
、よ
り
弱
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。む
し
ろ
、

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
な
、
作
品
の
〈
信
頼
〉
と
い
う
主
題
に

つ
な
が
る
、
爺
の
心
と
言
葉
の
あ
り
よ
う
へ
の
懐
疑
、
狸
の
信

用
と
疑
い
の
ジ
レ
ン
マ
、
兎
の
現
世
を
生
き
抜
く
策
略
な
ど
の

よ
う
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
が
、
よ
り
強
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。 

 

武
者
小
路
は
こ
の
作
品
を
発
表
し
た
『
白
樺
』
（
大
6
・
7
）
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の
「
六
号
雑

＊
19

記
」
で
、
「
か
う
云
ふ
も
の
を
か
い
て
も
自
分
は

自
分
だ
、
だ
か
ら
別
に
云
ひ
訳
す
る
必
要
は
認
め
な
い
。
」
、

「
童
話
劇
作
家
と
軽
蔑
さ
れ
る
と
寧
ろ
童
話
劇
が
か
き
た
く
な

る
、
」
と
、
〈
童
話
劇
〉
の
創
作
へ
の
内
心
の
抵
抗
を
示
し
つ

つ
も
、
続
け
て
「
子
供
が
こ
の
芝
居
を
見
て
芸
術
的
の
興
奮
を

心
に
感
じ
て
く
れ
な
け
れ
ば
失
敗
だ
。
か
う
云
ふ
も
の
を
か
い

た
以
上
は
心
あ
る
大
人
を
喜
ば
せ
る
だ
け
で
は
物
足
り
な
い
。」

と
書
い
て
い
る
。 

 

で
は
、
こ
こ
で
武
者
小
路
が
言
う
「
子
供
」
の
「
心
に
感
じ
」

得
べ
き
「
芸
術
的
の
興
奮
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
わ
か
り
や

す
い
教
育
性
で
は
な
く
、
や
は
り
作
品
の
解
釈
そ
の
ま
ま
に
、

〈
信
頼
〉
の
主
題
と
、
〈
悲
壮
を
帯
び
た
歓
喜
〉
の
情
調
で
は

な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
赤
羽
王
郎
を
は
じ
め
と
す
る
、
信

州
白
樺
の
教
師
た
ち
は
、
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
、
大
人
の
芸

術
作
品
を
教
材
と
し
て
与
え
て
は
ば
か
ら
な
い
教
育
者
た
ち
で

あ
っ
た
が
、
武
者
小
路
の
創
作
観
も
ま
た
、
他
者
の
理
解
を
考

慮
し
な
い
、
作
者
独
特
の
個
性
の
表
現
で
あ
っ

＊
20

た
。
し
た
が
っ

て
、
武
者
小
路
が
言
う
「
子
供
」
の
「
心
に
感
じ
」
得
べ
き
「
芸

術
的
の
興
奮
」
と
は
、
大
津
山
の
言
う
よ
う
な
「
報
復
の
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
」
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
れ

で
は
、
逆
に
好
戦
的
な
子
供
を
育
成
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な

い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
報
復
に
関
わ
る
歓
喜
を
描
い
た

と
い
う
問
題
は
、
続
い
て
執
筆
さ
れ
た
童
話
劇
「
花
咲
爺
」
の

創
作
動
機
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。 

 

武
者
小
路
は
自
作
の
「
か
ち

く
山
」
と
「
花
咲
爺
」
の
関

係
に
つ
い
て
、
「
自
分
は
「
か
ち

く
山
」
の
終
り
が
復
讐
で

お
は
つ
て
ゐ
る
の
が
少
し
気
に
な
つ
て
ゐ
た
。
其
処
に
自
分
が

思
ひ
出
し
た
の
は
「
花
咲
爺
」
の
噺
だ
っ
た
。
」
、
「
「
か
ち

く
山
」
の
始
め
の
処
で
は
信
じ
た
く
思
ひ
な
が
ら
も
、
信
じ 

ら
れ
な 

マ
マ

い
。
又
こ
の
現
世
で
は
信
用
す
る
の
が
い
ゝ
の
か
わ
る

い
の
か
も
か
わ
ら
な
い
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
や
う
な
も
の
を
か

い
た
。
そ
れ
で
今
度
は
信
用
し
て
ひ
ど
い
め
に
あ
つ
て
も
、
な

お
平
気
で
信
用
す
る
人
の
美
し
さ
を
出
し
た
か
つ
た
。
」
（
「
花

咲
爺
に
就
て
」
、
『
三
光
』
大
6
・

＊
217)

と
述
べ
、
こ
れ
ら
の

二
つ
の
童
話
劇
の
創
作
意
図
を
解
説
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
狸

を
救
い
得
な
か
っ
た
武
者
小
路
の
〈
信
頼
〉
へ
の
、
さ
ら
に
そ

の
奥
に
は
〈
信
仰
〉
へ
の
願
い
が
見
え
る
。 

 
童
話
劇
「
か
ち

く
山
」
は
、
武
者
小
路
の
作
家
活
動
の
時

期
区
分
で
は
、
運
命
の
観
照
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
持
つ
、
一
九

一
四
（
大
正
三
）
年
か
ら
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
に
わ
た
る
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中
期
〈
待
つ
〉
時
代
の
終
り
に
属
し
、
翌
一
九
一
八
（
大
正
七
）

年
か
ら
始
ま
る
後
期
〈
祈
る
〉
時
代
、
す
な
わ
ち
宗
教
的
文
芸

と
「
新
し
き
村
」
の
実
践
の
前
年
と
い
う
時
期
に
あ
た
る
も
の

で
あ
る
。
〈
昔
話
〉
を
〈
童
話
劇
〉
に
昇
華
さ
せ
た
過
程
で
通

ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
歓
喜
か
ら
拭
い
去
り
得
な
い
悲
壮
の

情
調
は
、
ま
さ
に
武
者
小
路
の
創
作
の
歩
み
と
一
致
す
る
の
で

あ
る
。 

  

注 

＊
1 

大
津
山
国
夫
『
武
者
小
路
実
篤
論
』
（
昭
49
・
2
、
東
京
大
学

出
版
会
）
、
383
頁
。
な
お
、
こ
の
作
品
に
関
す
る
大
津
山
の
論
考
に

は
、
ほ
か
に
『
日
本
児
童
文
学
大
系
』
12
（
昭
52
・
11
、
ほ
る
ぷ
出

版
）
の
解
説
も
あ
る
。 

＊
2 

『
武
者
小
路
実
篤
全
集
』
2
（
昭
63
・
2
、
小
学
館
）
、
686
頁

上
～
同
下
。
な
お
、
以
後
本
稿
で
武
者
小
路
の
「
か
ち

く
山
」
を

引
用
す
る
と
き
は
、
こ
の
書
所
載
の
本
文
を
テ
ク
ス
ト
と
す
る
。 

＊
3 

鳥
越
明
子
「
か
ち
か
ち
山
」（
稲
田
浩
二
編
『
日
本
昔
話
事
典
』
、

昭
52
・
12
、
弘
文
堂
）
。 

 
 

な
お
、
「
か
ち
か
ち
山
」
は
〈
五
大
昔
話
〉
と
呼
ば
れ
る
、
室
町

末
期
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
成
立
し
た
、
代
表
的
な
五
つ
の
昔
話

の
一
つ
で
あ
る
。
他
に
「
桃
太
郎
」
、
「
猿
蟹
合
戦
」
、
「
舌
切
り

雀
」
、
「
花
咲
爺
」
が
あ
る
。
さ
ら
に
「
く
ら
げ
の
お
使
い
」
、
「
ね

ず
み
の
嫁
入
り
」
、
「
猫
の
草
紙
」
、
「
文
福
茶
が
ま
」
、
「
金
太

郎
」
を
加
え
、
「
十
大
昔
話
」
と
呼
ば
れ
る
。 

＊
4 

『
え
ん
せ
き
ざ
っ
し

燕
石
雑
志
』
と
同
じ
頃
の
瑞
烏
園
斎
守
（
賀
茂
規
清
）
『

ひ
な雛

 

の  

う  

け  

ぎ

廼
宇
計
木
』
（
上
笙
一
郎
「
江
戸
期
の
童
話
研
究 

翻
刻
『
雛
廼
宇
計

木
』
『
桃
太
郎
乃
話
』
『
童
話
長
編
』
」
（
平
6
・
1
、
久
山
社
）

を
参
照
）
も
読
物
と
し
て
の
原
話
の
一
つ
と
さ
れ
る
が
、
内
容
は
や

や
簡
略
で
あ
る
。
ま
た
十
返
舎
一
九
は

か
ち
か
ち
や
ま
け
だ
も
の
き
ょ
う
が
い

『
閣
思
獣
境
界
』
（
一
七
九

七
（
寛
政
九
）
年
、
『
十
返
舎
一
九
全
集
』
4
（
昭
54
・
11
、
日
本

図
書
セ
ン
タ
ー
）
を
参
照
）
で
は
、
す
で
に
原
話
の
パ
ロ
デ
ィ
を
出

し
て
い
る
。 

＊
5 

沼
賀
美
奈
子
「
江
戸
期
か
ら
現
代
ま
で
の
「
か
ち
か
ち
山
」
絵

本
の
変
遷
」
（
『
白
百
合
女
子
大
学
児
童
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究

論
文
集
』
5
、
平
13
・
3
）
参
照
。 

＊
6 

楠
山
正
雄
に
よ
る
「
か
ち
か
ち
山
」
は
、
巌
谷
版
と
異
な
る
と

こ
ろ
も
あ
る
が
、
口
語
表
現
に
し
ば
し
ば
類
似
し
た
言
葉
が
見
ら
れ

る
。
楠
山
正
雄
『
日
本
の
神
話
と
十
大
昔
話
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、

昭
58
・
5
）
参
照
。 

＊
7 

こ
の
点
に
関
し
て
、
花
田
俊
典
は
「
昔
話
「
カ
チ
カ
チ
山
」
に

は
、
狸
が
畠
を
荒
ら
す
な
ど
の
悪
事
を
は
た
ら
い
た
の
で
捕
縛
し
た

と
す
る
内
容
の
も
の
と
、
そ
も
そ
も
狸
は
人
を
だ
ま
す
悪
い
動
物
な

の
で
捕
え
た
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
滝
沢
馬
琴
「
燕
石
襍
志
」
所
載

の
本
文
や
巌
谷
小
波
の
お
伽
噺
は
前
者
の
系
統
に
属
し
、
「
雛
廼
宇

計
木
」
や
武
者
小
路
実
篤
の
そ
れ
な
ど
は
後
者
に
属
す
る
。
」（
「
「
カ

チ
カ
チ
山
」

―
太
宰
治
私
注
」
（
『
比
較
社
会
文
化
（
九
州
大
学
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大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
科
紀
要
）
』
4
、
平
10
・
2
）
と
述
べ

て
武
者
小
路
版
の
該
当
部
分
を
引
用
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
狸

の
悪
事
は
明
示
さ
れ
て
い
る
。 

＊
8 
関
敬
吾
「
か
ち
か
ち
山
の
構
造
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
28
・

10
）
。
引
用
は
『
昔
話
と
笑
話
』
（
昭
41
・
8
、
岩
崎
美
術
社
）
、

20
頁
～
21
頁
に
拠
る
。 

＊
9 

同
前
、
29
頁
。
な
お
、
近
年
で
は
前
半
の
「
伝
承
基
盤
の
変
質

が
」
後
半
を
「
要
請
し
て
成
立
し
た
」
と
す
る
意
見
も
出
さ
れ
て
い

る
。
矢
嶋
泉
「
「
か
ち
か
ち
山
」
メ
モ

―
Ａ
型
か
ら
Ｃ
型
へ
」（
『
青

山
語
文
』
34
、
平
16
・
3
）
参
照
。 

＊
10 

「
か
ち
か
ち
山
考
」
（
『
文
鳥
』
6
、
昭
11
・
2
）
は
、
後

に
『
昔
話
と
文
学
』
（
昭
13
・
12
、
創
元
社
）
に
収
録
。
引
用
は
『
柳

田
國
男
全
集
』
9
（
平
10
・
6
、
筑
摩
書
房
）
、
327
頁
～
328
頁
に

拠
る
。 

＊
11 

な
お
、
江
戸
期
の
黒
本
『
む
か
し

く
御
ぞ
ん
じ
の
兎
』
（
一

七
七
一
（
明
和
八
）
年
頃
か
）
に
は
、
前
半
部
の
最
後
の
場
面
で
、

婆
の
墓
で
嘆
い
て
い
る
爺
を
、
兎
が
諭
す
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
と

い
う
（
加
藤
康
子
「
江
戸
中
期
か
ら
明
治
初
期
の
子
ど
も
絵
本
の
系

譜

―
か
ち
か
ち
山
話
を
中
心
に
し
て

―
」
（
『
説
話
・
伝
承
学
』

9
、
平
13
・
3
）
。 

＊
12 

た
だ
し
、
中
田
千
畝
『
日
本
童
話
の
新
研
究
』
（
大
15
・
6
。

昭
55
・
2
、
村
田
書
店
よ
り
覆
刻
）
に
は
「
著
者
が
童
年
の
頃
に

聞
い
た
話
」
と
し
て
「
兎
は
ま
た
狸
を
訪
ひ
、
川
遊
び
に
誘
つ
た
。

そ
う
し
て
自
分
は
木
の
船
に
乗
り
狸
を
土
の
船
に
乗
せ
て
川
中
に

漕
ぎ
出
た
。
」
（
同
書
282
頁
）
と
あ
り
、
武
者
小
路
版
と
同
じ
く
川

で
あ
る
。
場
面
が
前
後
す
る
が
、
婆
の
骨
が
あ
っ
た
「
縁
の
下
」
に

つ
い
て
も
、
巌
谷
版
は
「

な

が

し

流
板
の
下
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
中
田
に

よ
れ
ば
「
驚
い
た
爺
が
椽
の
下
を
見
る
と
、
老
婆
が
慘
ら
し
く
も
殺

さ
れ
て
ゐ
る
の
を
發
見
し
た
」
（
同
書
281
頁
）
と
、
武
者
小
路
版
と

同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
期
の
絵
本
で
は
、
坂
田
善
吉
『
絵
本
』

（
全
10
冊
、
明
12
刊
。
国
立
国
会
図
書
館 

近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
を
参
照
）
の
第
6
冊
『
か
ち

く
山
仇
討
』
に
は
「
ゑ
ん
の

し
た
の
ほ
ね
を
み
ろ
や
い
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
関
敬
吾
が
明
治
末

年
か
ら
昭
和
五
一
年
ま
で
に
採
集
し
た
各
地
の
「
か
ち
か
ち
山
」
で

は
、「
縁
の
下
」
の
例
も
「
川
」
の
例
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
（
『
日

本
昔
話
大
成
』
1
、
動
物
昔
話
（
昭
54
・
5
、
角
川
書
店
）
を
参

照
）
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
も
、
武
者
小
路
は
そ
の
創
作
に
あ
た
り
、

種
々
の
文
献
等
を
参
照
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

＊
13 

『
燕
石
雑
志
』
の
引
用
は
、
『
日
本
随
筆
大
成
』
19
（
昭
50
・

2
、
吉
川
弘
文
館
）
、
463
頁
に
拠
る
。 

＊
14 

＊
5
の
沼
賀
論
文
の
注
7
等
を
参
照
。 

＊
15 

し
か
し
リ
ア
リ
ズ
ム
と
言
っ
て
も
、
残
酷
な
情
景
描
写
の
筆
は
、

逆
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
。
爺
は
兎
が
や
っ
て
き
た
お
か
げ
で
、
婆
汁

を
結
局
は
口
に
し
て
い
な
い
。
喜
ん
で
お
代
わ
り
ま
で
し
た
巌
谷
版

と
は
違
い
、
武
者
小
路
版
で
は
、
残
酷
さ
を
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
ん
で

い
る
。
な
お
『
燕
石
雑
志
』
も
武
者
小
路
に
似
て
、
「

お
き
な

翁
の草
ら野

よ
り

帰
り
て
、

か
の
あ
つ
も
の

彼

羹
を

す啜ゝ
ら
ん
と
す
る
に
、

た
ぬ
き
も
と

狸

本
の

か
た
ち

形
を
あ
ら
は
し
」

と
、
爺
は
か
ろ
う
じ
て
婆
汁
を
口
に
し
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。 
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(19)

＊
16 

「
或
る
男
」
の
引
用
は
、
『
武
者
小
路
実
篤
全
集
』
5
、
昭
63
・

8
、
小
学
館
）
、
277
頁
上
に
拠
る
。 

＊
17 
「
武
者
小
路
実
篤
作
品
上
演
年
表
」
（
『
武
者
小
路
実
篤
全
集
』

6
、
昭
63
・
10
、
小
学
館
）
に
拠
る
。 

＊
18 

詳
細
は
、
今
井
信
雄
『
こ
の
道
を
往
く 

漂
白
の
教
師 

赤
羽
王

郎
』
（
昭
63
・
4
、
講
談
社
）
52
頁
、
お
よ
び
68
頁
参
照
。 

＊
19 

「
六
号
雑
記
」
（
『
白
樺
』
大
6
・
7
）
の
引
用
は
、
『
武
者

小
路
実
篤
全
集
』
3
（
昭
63
・
4
、
小
学
館
）
、
752
頁
上
に
拠
る
。 

＊
20 

寺
澤
浩
樹
『
武
者
小
路
実
篤
の
研
究

―
美
と
宗
教
の
様
式
』

（
平
22
・
6
、
翰
林
書
房
）
、
289
頁
お
よ
び
311
頁
を
参
照
。 

＊
21 

「
花
咲
爺
に
就
て
」
（
『
三
光
』
夏
期
号
、
大
6
・
7
）
の
引

用
は
、
＊
19
と
同
書
、
234
頁
上
～
235
頁
上
に
拠
る
。 

  

本
稿
は
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
二
月
、
調
布
市
武
者
小

路
実
篤
記
念
館
で
開
催
さ
れ
た
講
座
「
武
者
小
路
実
篤
の
子
ど

も
観
」で
の
発
表
を
も
と
に
、
大
幅
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
本
稿
に
引
用
し
た
挿
画
、
表
紙
は
そ
れ
ぞ
れ
武
者
小

路
実
篤
『
カ
チ
カ
チ
山
と
花
咲
爺
』
（
大
6
・
10
、
和
蘭
陀
書

房
）
の
復
刻
で
あ
る
『
名
著
復
刻 

日
本
児
童
文
学
館
』
8
（
昭

46
、
ほ
る
ぷ
出
版
）
、
お
よ
び
巌
谷
小
波
『
日
本
昔
噺
』
（
東

洋
文
庫
692
、
平
13
・
1
、
平
凡
社
）
所
載
の
も
の
に
拠
る
。 
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