
怪
談

『
と

の
ゐ
草
』
論

田

川

邦

子

談
林
俳
諧
の
手
法
を
、
散
文
の
世
界

に
拡
散
さ
せ
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
表
現
を

わ
が
も
の
に
、
新
し
い
文
学
、
浮
世
草

子

へ
の
道
を
開

い
た
西
鶴
に

比
較

す

れ

ば
、
あ
く
ま
で
忠
実
な
貞
門
の
徒
で
あ

っ
た
安
静

の
散
文
な
ど
に
、
な
に
を
今
さ

ら
の
感
は
免
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
好
き
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
ど
う

し
よ
う
も
な
い
事
実
で
、
も
う
何
年
も
前
か
ら
、
何
度

こ
の
短
篇
集
を
繙
い
た
こ

と
か
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
テ
キ
ス
ト
に
し
て
、
学
生
と
い
っ
し
ょ
に
勉
強
し
た
こ
と

も
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
都
度
感
じ
る
の
は
、

こ
の
作
品
の
良
さ
は
、
う
ま
く
説
明

で
き
る
よ
う
な
も

の
で
な
く
、
面
白
い
と
感
じ
る
人
に
の
み
面
白
く
、
説
明
に
多

言
を
費
す
れ
ば
何
や
ら
空
し
く
、
と
い

っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
だ

っ
た
。
で
あ
る
か
ら
こ
れ
に

つ
い
て
も
の
を
書
く
の
は
、
本
当
は
億
劫

な
こ
と
な
の
だ
け
れ
ど
、
所
詮
文
学
と

い
う
の
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
の
よ
う

な
と
こ
ろ
の
あ
る
も
の
、
研
究
と
い
う
営
み
を
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
古
典
で

も
事
情
は
同
じ
で
、
好
き
だ
か
ら
こ
そ
西
鶴
を
研
究
し
、
平
家
物
語

に

打

ち

こ

み
、
川
柳
雑
俳
の
類
に
心
が
惹
か
れ
る

の
は
当
然
で
、
研
究
と
は
、
他
人
に
は
不

可
解
で
は
あ

っ
て
も
、
そ
う
し
た
も
の
の
上
に
築
か
れ
た
営
為
で
あ
る
こ
と
は
問

違
い
な
い
と
思
う
。

『と
の
ゐ
草
』
は
、
貞
門
の
俳
人
荻

劈
安
静
が
収
集
し
、
そ
の
弟
子
似
船
が
刊

行
し
た
怪
談
集
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

潁
原
退
蔵
氏
が

『
近
世
怪
異
小
説
の

一
源
流
』

と
い
う

論
文
で
、
『曽
呂
利
物

語
』
と
並
べ
て
こ
の
作
品
に
触
れ
、
『
奇
異
雑
談
集
』
系
流

の
中
国
小
説
翻
案
の

怪
談
も
よ
い
が
、
お
伽
衆
の
中
か
ら
出
た
、
我
国
本
来
の
怪
異
物
語
の
源
流
に
、

も
う
少
し
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
事
を
書

い
て

お
ら
れ
た
の
を
、
か
な
り
以
前
古
い
雑
誌

(『国
語

・
国
文
』)
を
ひ

っ
く
り
返
し

て
い
る
折
に
、
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
論
文
は
た
し
か
昭
和
十
三
年
頃
書
か

れ
た
も
の
だ

っ
た
が
、
『と
の
ゐ
草
』

と
い
う

作
品
名
を
私
が
記
憶

の
う
ち
に
止

め
た
の
は
、
そ
の
折
で
あ

っ
た
。

さ

い
わ
い
古
典
文
庫
に
、
辱
問
光
辰
氏
校
訂
の

一
冊
が
は
い
っ
て
お
り
、

こ
れ

に
は
た
い
へ
ん
有
難

い
思
い
を
し
た
。
と
い
う
の
は
こ
の

『
と
の
ゐ
草
』
、

別

名

『御
伽
物
語
』
は
、
江
戸
時
代
愛
好
者
が
多
か
っ
た
と
み
え
て
、
い
く
た
の
改
題

本
が
あ
り
、
『
御
伽
物
語
』
を
銘
う
つ
の
も

こ
の
改
題
本
の

一
種
で
、

原
板

『
と

の
ゐ
草
』
は
、

一
、
二
、
三
巻
の
み
の
零
本
と
し
て
残
る
だ
け
。
入
木
改
題
し
た

『
お
伽
物
語
』
に
は
、
原
板

『
と
の
ゐ
草
』
に
は
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
、
序
文
を

削
除
し
て
あ
る
の
が
何
よ
り
の
欠
点
で
あ
る
が
、
古
典
文
庫

『御
伽
物
語
』
は
、

さ
い
わ
い
零
本

『と
の
ゐ
草
』
に
残

っ
た
序
文
か
ら
、
こ
れ
を
補

い
、
だ
い
た

い

も
と
に
近
い
形
で
、
読
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

『と
の
ゐ
草
』
に
は
、
『御
伽
物
語
』
以
外
に
も
、
い
く
た
の
改
題
本
が
あ
り
、

『
目
待
草
』、
大
江
文
坡
に
よ
る

『怪
談
笈
目
記
』
『怪
談
と
の
ゐ
袋
』
、
(と
も
に

明
和
五
年
)、
明
和
六
年
の

『近
代
百
物
語
』

五
冊
な
ど
、

誰
も
が
知
る
通
り
だ

が
、
こ
れ
は
こ
の
作
品
に
、
愛
好
者
が
絶
え
な
か

っ
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

な
か
に
は
単
な
る
改
題
で
は
な
く
、
削
除
し
た
り
、
別
の
話
を

つ
け
加
え
た
り
し

た
例
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
後
代

の
愛
好
者
に
、

こ
の
作
品
は
、
加
工
再
編
の

素
材
と
し
て
の
魅
力
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

改
題
本
を
並
列
的
に
通
観
し
て
み
る
の
も
面
白
い
が
、
そ
れ
は
他
の
機
会
に
譲

り
、
今
は
、

こ
の
作
品
の
ど
こ
に
魅
力
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
を
説
明
で
き
れ
ば
、

こ
の
稿

の
目
的
は
達
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
、
筆
を
す
す
め
て
み
た
い

と
思
う
。
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原
本

『
と
の
ゐ
草
』
の
序
文
に
は
、

筆
と
れ
ば
も
の
の
か
か
る
る
に
や
、
先
生
こ
の
話
を
あ

つ
む
。

ま
た
、

あ

あ

こ

の
反
故

よ
、

萬

治

る

み

つ
の
陽

よ

り
、

む
な

し
く

蝉

の
家

と

な

れ

り

。

于

戯

ひ
と

ゆ
く
師
の
か
た
み
な
ら
ず
や
。
わ
れ
す
て
が
た
に
お
も
ひ
け
れ
ば
、
ふ
る
き
ね

う
き
く
さ

も
な
き
薄
の
は
か
な
き
あ

つ
め
ぬ
る
ぞ
。

な
ど
の
個
所
が
あ
る
が
、
.あ

序
文
を
高
尾
似
船
の
筆
に
な
る
も
の
筅

、
文
中

「先
生
」
と
い
わ
れ
て
い
る
人
を
、
似
船
の
師
荻
野
安
静
だ
と
す
る
説
に
、
今
は

素
直
に
従

っ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

荻
野
安
静
に
つ
い
て
は
、
『
滑
稽
太

平
記
』
巻
之
五

「荻
野
安
静
の
事
」
に
、

安
静
は
、
雑
職
荻
野
与
左
衛
門
が

子
、
長
左
衛
門

の
事
也
。
手
習
の
師
な
り
。

み
つ
も
の

た
て

誹
諧
修
行
す
。
貞
室

三
物

の
相
手
を
離
れ
、
剃
髪
し
、
俳
を
渡
世
に
立
た
り
。

じ

く
う

み
つ
も
の

万
治
二
年
よ
り
、
似
空
と
あ
ら
た
め
、
三
物
に
は
、
重
隆

・
俊
秀
な
ど
組
て
流

布
せ
り
。

春
も
立
つ
て

一
さ
し
舞
ふ
や
朝

目
影

似
空

う
づ
ま
く
波
も
く
ま
ん
若
水

重
隆

追
く
だ
す
川
瀬
の

(
小
)
鮎
海

に
出
て

俊
秀

(中
略
)

似
空
は
嬲
柑
は
ら
か
に
葭
が
る
人
な
り
。
魏
楼
事
を
も
知
り
た
り
と
そ
。

貞
徳
没
後
、
そ
の
門
弟
間
に
確
執
が
起
き
た
と
き
、
安
静
と
て
も
、
無
関
係
で

い
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
事
情
が
、
貞
室
と
の
離
反
と
い
う
事
実
に
あ
ら
わ

な
ら

れ
て
い
る
が
、
同
じ
貞
室
と
袂
を
わ

か
っ
た

季
吟

が
、
「
口
才
を
先
立
て
た
る
風

よ
し俗

」
で
、
「我
を
立
」
て
、
「和
歌
の
道
に
似
合
わ
」
な
い
や
り
か
た
だ
と
、
世
評

す
な
ほ

や

を
受
け
た
の
に
対
し
、
安
静
は
や
は
り
、
「物
和
は
ら
か
に
直
な
る
人
」
な

の
で

あ

っ
た
。

お
よ
そ
そ
の
人
柄
か
ら
推
し
て
作
品
を
論
ず
る
ほ
ど
、
間
違
い
の
も
と
に
な
る

す
な
ほ

や

事
は
な
い
の
だ
が
、
「物
和
は
ら
か
に
直
な
る
人
」
と
い
う
評
は
、
『滑
稽
太
平
記
』

を
引
く
ま
で
も
な
く
、
『
と
の
ゐ
草
』

を
読
め
ば
、
す
ぐ
に
で
も
感
じ
と
る

こ
と

が
で
き
る
、
作
者
の
人
柄
、
肌
ざ
わ
り
で
、
そ
れ
は
た
だ
の
作
者
の
人
間
的
な
特

質
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
文
章
の
中
に
、
素
直
な
感
性
と
な

っ
て
生
か
さ
れ
、
し

か
も
、
人
を
見
る
眼
の
穏
や
か
な
ま
な
ざ
し
、
理
解

の
深
さ
、
事

の
道
理
を
察
知

す
る
見
識
な
ど
、
「
少
は
事
を
も
知
り
た
り
と
そ
」
と
い
う
評
が
、

こ
れ
ま
た

よ

く
言
い
当
て
て
い
る
の
に
、
驚
く
の
で
あ
る
。

弟
子
の
似
船
が
、
師
安
静
の
遺
稿
を
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
て
い
た
か

を
表
わ
す
も
の
と
し
て
、
同
じ
序
文
に
、

お
き
な
ぐ
さ
の
お
も
お
も
と
、
う
ば
竹
の
よ
し
あ
る
袖
に
は
い
は
ず
、
た
だ
若

む
ら
さ
き
の
、
よ
そ
ふ
く
風
の
こ
き
な
び
き
や
す
く
、
色
て
ふ
ふ
か
く
と
き
め

ひ
と

く
俗
に
、
傍
に
い
さ
め
の
と
の
ゐ
ぐ
さ
な
ら
し
。

と
あ
り
、
色
に
迷
う
若
い
男
女

へ
の
、
い
さ
め
の
書
で
あ
る
こ
と
を
、
強
調
し
て

い
る
感
が
あ
る
。
「
い
さ
め
」
、

つ
ま
り
放
訓
性
と
い
う
特
徴
は
、

こ
の
時
期
の
文

芸
か
ら
、
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
『
と
の
ゐ
草
』

と
て
、

例
外
で
は
な
い

の
だ
が
、
「
い
さ
め
の
と
の
ゐ
ぐ
さ
」

と
い
う
ほ
ど
に
は
、

色
に
迷
う
男
女

の
物

語
が
多

い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
六
十
八
話
中
、
十
話
程
度
で
あ
る
。
た
だ
こ

の
種
の
話
に
傑
作
が
多

い
こ
と
、
ま
た
安
静
の
文
章
の
技
巧
が
、
話
の
中
に
生
か

さ
れ
る
の
は
.
こ
の
種
の
色
に
迷
う
男
女
の
物
語
で
あ
り
、
他
の
怪
談
作
品
集
に

比
し
て
、
『
と
の
ゐ
草
』

が
、

文
学
的
に
優
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
も
、
こ
の

種
の
素
材
の
中
に
あ
る
こ
と
は
事
実
な
の
で
あ
る
。

『翼

雑
談
集
』
の

苦

堂
の
天
丼
に
女
を
磔
に
か
け
を
く
事
象

巻

丁

四
)

は
、
『
と
の
ゐ
草
』

の

「
三
人
し
な
じ
な
勇
あ
る
事
」
(
巻
四
ー
第
五
)
に
M3

策
材

を
提
供
し
て
い
る
作
品
ら
し
い
と
推
定
さ
れ
た
の
は
、
山
口
剛
氏
で
あ
る
が
、

こ

れ
は
夫
を
裏
切

っ
た
妻
が
、
夫
の
私
刑
で
、
生
き
た
ま
ま
古
堂

の
天
井
裏
に
磔
に

さ
れ
た
の
を
、
旅
僧
が
助
け
る
話
で
あ
る
。
す
で
に

『
奇
異
雑
談
集
』
の
筆
者
も

怪
談
で
な
い
の
に
気
が
さ
し
て
か
、
「奇
異
の
儀
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も

女
人

の

執
心
悪
業
を
か
た
る
」
と
、
断
わ
り
書
き
を
附
し
て
い
る
。
「執
心
悪
業
」

と

い

う
の
は
、
旅
僧
に
命
を
助
け
ら
れ
、
実
家
に
送
り
と
ど
け
ら
れ
た
女
が
、
再
び
古

堂
に
行
き
、
夫
が
斬
り
捨
て
た
愛
人
の
首
を
持
ち
帰
り
、
そ
れ
を
旅
僧
に
託
し
た

か
ら
で
あ
る
。
亡
き
愛
人
の
供
養
を
、
こ
の
親
切
な
旅
僧
に
期
待
し
た
の
で
も
あ

ろ
う
か
。
怪
談
で
は
な
く
て
も
、
よ
ほ
ど
特
異
な
話
と
し
て
、
記
録
さ
れ
た
も
の
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だ
ろ
う
。
常
識
で
は
理
解
の
と
ど
き
か
ね
る
女
の
行
為
が
、
「執
心
悪
業
」

と

難

ぜ
ら
れ
た
の
は
、
当
時

の
道
徳
か
ら
み
て
、
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
。

「
三
人
し
な
じ
な
勇
あ
る
事
」
で
は
、
旅
僧

の
代
り
に
、
三
人
の
恐
い
も
の
知

ら
ず
の
男
が
登
場
す
る
。
山
中
の
古
宮

に
化
物
が
居
る
と
の
評
判
で
、
正
体
を

つ

き
と
め
る
た
め
、
夜
陰
三
人
で
出
か
け
、
不
義
を
し
た
女
の
命
を
助
け
、
親
の
家

へ
送
り
と
ど
け
る
。
途
中
か
ら

一
人
の
男
は
、
女
の
頼
み
を
聞
き
入
れ
、
愛
人
の

な
ま
首
を
取
り
に
、
宮

へ
ひ
き
返
す
。

天
井
か
ら
血
の
雫
解
落
ち
て
も
、
仲
間
か

ら
問
わ
れ
る
ま
で
は
、
黙

っ
て
い
る
男
、
不
気
味
な
女
の
声
を
恐
れ
も
せ
ず
、
天

井
裏

へ
の
梯
子
を
登
る
男
。
「
三
人
し
な
じ
な
勇
あ
る
男
」

た
ち
で
あ
る
が
、

こ

れ
は
い
か
に
も
う
ま
く
で
き
て
い
て
、
作
り
話
で
あ
る
こ
と
も
歴
然

と

し

て

い

る
。

けな
げ

ば
か

功
は
と
り
ど
り
な
れ
ど
、
そ
の
勇
健
お
な
じ
天
晴
破
家
も
の
、
こ
ぐ
ち
(戦
場
)

に
も
む
け
、
さ
き
に
も
た
の
ま
ま
し
。

と
い
う
の
が
、
筆
者
の
評
で
、
こ
の

「勇
気
あ
る
」
男
た
ち
を
揶
揄
す
る
口
調
で

あ
る
。『奇

異
雑
談
集
』
の

「古
堂
の
天
井
に
女
を
磔
に
か
け
を
く
事
」
で
は
、
僧
に

ま
を
と
こ

助
け
ら
れ
た
女
は
、
「
人
の
む
じ
つ
を
申
か
け
て
外
夫
を
し
た
り
と
て
、
男

を

生

害
さ
せ
て
く
び
を
と
り
て
ー

」
と
、
不
義

の
事
実
を
ひ
た
隠
し
に
、
無
実
で
あ

る
こ
と
を
強
調
す
る
の
だ
が
、
こ
の
方
が
話
と
し
て
は
よ
ほ
ど
現
実
味
が
あ
る
。

し
か
し

「
三
人
し
な
じ
な
勇
あ
る
事
」

で
は
、
助
け
て
く
れ
た
三
人

の
男

を

前

に
、
女
は
人
の
妻
で
あ
り
な
が
ら
、
別
に
愛
人
を
持

っ
た
事
実
を
隠
さ
な
い
。

げ
に
其
人
の
な
さ
け
も
す
て
が
た
く
、
風
に
尾
花
の
い
と
み
だ
れ

つ
つ
、
む
す

ぶ
ち
ぎ
り
も
あ
さ
ち
ふ
の
、
を
の
の
し
の
は
ら
忍
れ
ど
、
あ
ま
り
て
人
の
め
に

も
れ
て
、
あ
た
名
も
よ
そ
に
た

つ
た
こ
え
、
ふ
た
道
か
く
る
あ
り
さ
ま
の
、
つ

つ
む
と
す
れ
ど
紅
葉
ば
の
、

こ
き
は
わ
が
身
の
お
も
ひ
か
は
。
色

て
ふ
ま
さ
る

恋
ご
ろ
も
、
あ
か
つ
か
ぬ
ま
に
あ
ら
は
れ
て
ー

と
、

こ
の
条
は
、
雅
文
の
技
巧
に
塗
り

こ
め
ら
れ

つ
つ
、
事
柄
の
重
さ
は
、
背
後

に
退
け
ら
れ
る
。

こ
う
い
う
文
章
を
読
ま
さ
れ
る
と
き
、
女
の

「執
心
悪
業
」
を

難
ず
る
よ
り
も
、
古
歌
や
雅
文
の
、
古

い
伝
統
的
表
現
が
包
み
込
ん
で
き
た
、
感

情

の
世
界
に
ま
ず
搦
め
と
ら
れ
、
否
応
な
く
納
得
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
の
を
、
ど

う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
女
は
た
い
へ
ん
な
事
実
を
告
白
し
て
い
る
の
だ
。
だ

が
読
者
は
、
事
の
重
大
さ
を
、
意
識
す
る
こ
と
も
、
難
ず
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

表
現
の
魔
力
に
よ
り
、
屈
服
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
文
章
は
、
古
歌
や

懸
詞
を
縦
横
に
駆
使
し
た
、
七
五
調
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上

の
技
巧
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
。
た
だ
こ
の
七
五
調
の
リ
ズ
ム
が
問
題
で
、

こ
れ
は
ど
ん

な

感

情

に

も
、
土
ハ鳴
者
を
呼
ぶ
役
割
を
果
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し

『
と
の
ゐ
草
』
全

体
が
、
こ
の
種
の
技
巧
的
文
章
で
、
埋
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ

か
な
り
抑
制
さ
れ
て
い
る
も

の
が
、
あ
る
と

こ
ろ
に
来
て
、
突
如
噴
出
す
る
か
の

よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
の
が
、

こ
の
種
の
技
巧
的
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。

津

の
国
の

「仁
光
坊
」
の
火
と
い
う
の
は
、
当
時
か
な
り
知
れ
わ
た

っ
て
い
た

話
ら
し
く
、
『
百
物
語
評
判
』
に
も
あ
る
が
、
『
と
の
ゐ
草
』
の

「仁
光
坊
と
い
ふ

火
の
事
」
(巻
五
-
第
三
)

も
同
話
で
、

こ
れ
は
家
に

つ
く
怨
霊
の
話
で
あ
る
。

津

の
国
の
裕
福
な
代
官
格
の
家
の
祈
疇
法
師
に
、
仁
光
坊
と
い
う
美
僧
が
お
り
、

代
官
の
奥
方
が
彼
に
思
い
を
寄
せ
る
。
仁
光
坊
は
、
相
手
に
も
し
な
か

っ
た
が
、

拒
絶
さ
れ
た
奥
方
が
さ
か
怨
み
を
し
て
、
夫

の
代
官
に
讒
言
を
す
る
。
代
官
は
怒

の

り
、
仁
光
坊
を
斬
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
仁
光
坊
は
無
実
を
訴
え
、
八
代
ま
で

9

崇
る
で
あ
ろ
う
と
の
呪
い
の
言
葉
を
残
し
て
死
ぬ
の
で
あ
る
、
死
後

陰

火
が

飛

び
、
や
が
て
そ
の
代
官

の
家
は
災
に
見
舞
わ
れ
、
亡
び
る
と
い
う
話
で
あ
る
。

『百
物
語
評
判
』
で
は
、
「評
判
」
と
題
す
る
だ
け
の
こ
と
は
あ
り
、
各
種

の

「陰
火
」
に
筆
者
の
論
評
が

つ
け
加
え
ら
れ
、
「か
や
う
の
事

つ
ね
に
十
人

な

み

に
あ
る
事
に
は
侍
ら
ね
ど
も
、
た
ま
に
は
あ
る
道
理
に
し
て
、
も
ろ
こ
し
の
書
に

も
、
お
り
お
り
見
え
侍
る
」
な
ど
と
、
筆
者
の
見
識
の
広
さ
を
誇
示
す
る
の
を
忘

れ
な
い
。
し
か
し
怪
を
語
る
の
に
、
興
趣
を
見
出
す
、
楽
し
み
の
境
地
が
な
い
か

ら
、
文
章
は
味
け
な
い
記
述
に
終
始
し
が
ち
な
の
で
あ
る
。

同
じ
素
材
を
扱
い
な
が
ら
、
『
と
の
ゐ
草
』

の
方
が
、

は
る
か
に
長
い
物
語
に

な

っ
た
の
は
、
奥
方
溝
仁
光
坊
に
送

っ
た
と
い
う
長
い
艶
書
が
入
る

か

ら

で
あ

る
。君

ゆ

へ
に

思
ひ
た

つ
た
の

た
び
ご
ろ
も

き
て
し
も
花
を

み
わ
の
や
ま

過
ゆ
く
ま
ま
に

な
ら
ざ
か
や

か
す
が

の
さ
と
に

ひ
と
り
ね
て

お
も
ひ

は
い
か
が

ひ
ろ
さ
は
の

池
の
し
み
つ
に

身
を
は
ち
て
ー

(
以
下
略
)
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と
、
歌
枕
を
並
べ
た
長
歌
形
式
の
、
す

こ
ぶ
る
長

い
韻
文
で
、
末
尾
に

声
は
せ
で
身
を
の
み
こ
が
す
ほ
た
る

こ
そ
い
ふ
に
も
増
る
思
ひ
な
り
け
れ

の

一
首
が

つ
く
。
な
く
も
が
な
の
個
所
か
も
し
れ
な
い
。
内
容
的
に
も
陳
腐
で
、

誉
め
ら
れ
た
も

の
で
も
な

い
か
ら
だ
。
た
だ
筆
者
は
か
な
り
本
気
に
な

っ
て
こ
れ

を
書
き
、
書
き
な
が
ら
楽
し
ん
で
い
る
気
配
が
あ
る
。
こ
う
い
う
遊

び

の
文

章

は
、
他
の
個
所
に
も
少
く
な
い
。

(4
)

「
百
物
が
な
り
し
て
蜘
の
足
を
切
る
事
」
(巻
四
-
第
三
)
の
、
「く
も
づ
く
し
」

(5
)

文

、

「
年

へ
し

ね

こ
は
ば

く

る
事

」

(
巻

ニ
ー

第

二
)

の
、

「
ね

こ
づ

く

し
」
、

鬼

ぐ

も

の
名

に

お

ひ

て
、

上

ら

う

く

も

の

こ
び

過

た

る
も

、
°げ

に

穴

く

も

の

ふ

か
き

た

く

み
や

あ

ら

ん
。

つ
ち

く

も

の

つ
ち

け

に

見

こ
な

せ

ど
、

ま

た

青

ぐ

も

の
草

に

ま

じ

り

て

は
、

大

象

を

も

こ
ろ

す

、

お

そ

ろ

し

き
毒

と

も

な

れ

り
。

(
以

下
略

)

我
家
に
猫
あ
り
、
ね
ず
み
を
も
と
ら
げ
猫
の
と
り
も
せ
で
、
か
ま
ど
の
前
に
わ

だ
か
ま

つ
て
ぶ
せ
う
か
ら
、

へ
つ
ゐ
の
な
か
の
灰
毛
に
よ
ば
れ
、
よ
し
さ
ら
ぶ

て

じ

せ
う
も
の
よ
と
あ
な
ど
れ
ば
、
手
白

手
白
と
飛
ま
は
り
、
肴
を
三
毛
の
ぬ
す
み

く
ら
ひ
、
を
の
が
毛
の
ぶ
ち
に
う
た
れ
て
も
、
ま
だ
ら
ま
だ
ら
と
ま
な
板
に
む

か
ひ

(以
下
略
)

こ
れ
ら
遊
び
の
文
章
は
、
怪
談
そ
の
も

の
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。
関
係
は
な
い

が
、
読
ん
で
い
て
別
に
邪
魔
に
な
る
も

の
で
も
な
い
。
邪
魔
に
な
ら
な
い
ば
か
り

か
、
猫
の
怪
の
あ
と
の

「猫
づ
く
し
」
、

蜘
蛛
の
怪
の
あ
と
の

「蜘
蛛
づ
く
し
」

は
、
怪
を
語
る
気
分
に
充
分
に
合
致
し
、
融
け
こ
ん
で
い
る
。
も

っ
と
も

こ
の
二

個
所

の
戯
文
は
、
似
船
の
加
筆
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
疑
問
も
、
成
り
立

つ
が
、

そ
う
だ
と
し
て
も
、
前
半
の
怪
異
談
と
、
後
半
の

「も
の
づ
く
し
」

の
文
章
は
、

気
分
的
に
充
分
統
合
さ
れ
て
い
る
。

『
と
の
ゐ
草
』

の
随
所
に
散
り
ば

め
ら
れ
た
、

こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
の
、
技
巧
を

凝
ら
し
た
文
章
に
出
遇
う
と
き
感
じ
る
の
は
、
筆
者
安
静
に
と

っ
て
怪
談
は
、
た

だ
の
知
識
や
、
広
い
見
聞
の
あ
か
し
、
珍
し
い
話
柄

へ
の
興
味
と
い
う
ば
か
り
で

な
く
、
常
に
表
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、

自
由
な
表
現

へ
の゚
意
欲
を
そ
そ
る
対
象

と
し
て
、
彼

の
眼
に
映
じ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
や
は
り
重
要
な
事
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
闇
夜
に
迫

る
来
る
妖
怪
変
化
を
、
追
い
払
う
目
的
で
、
夜
伽
に
怪
談
が
語
ら
れ
た
と
い
う
説

も
あ
麁

・

一
方
で
は
・
「怪
を
語
れ
ば
・
怪
い
た
る
」
(
『伽
婢
子
』
巻
之
+
三
)

と
か
、
「さ
れ
ば
此
百
物
語
は
、
是
魔
を
修
す
る
行
に
し
て
、
怪
異
を
祈
る
法

な

り
」
(
『新
百
物
語
』
巻
四
-
五
)
な
ど
、
ま
る
で
反
対
の
事
を
言

っ
て
い
る
場
合

も
あ
る
。
た
だ
ど
ち
ら
も
、
怪
談
に
呪
術
力
を
期
待
し
、
何
ら
か
の
実
効
を
求
め

て
い
る
の
は
同
じ
事
で
、
こ
れ
が
こ
う
じ
た
と
こ
ろ
に
顔
を
出
す
の
が
、
教
訓
性

を
強
調
す
る
、
怪
談
有
用
論
で
あ
る
。

た
と
え
ば

『太
平
百
物
語
』。

享
保
十
七
年

の
出
版
で
あ
る
か
ら
、

安
静

.
似

船
師
弟

の
時
代
よ
り
、

い
く
分
新
し
く
は
あ
る
が
、
「
百
物
語
を
し
て
立
身

せ

し

事
」
(
五
十
)
と
い
う
、

典
型
的
怪
談
有
用
論
が
あ
る
。

こ
こ
に
強
調
さ
れ
る
の

は
、
怪
談
の
人
生
に
有
益
で
あ
る
こ
と
、
百
物
語
の
才
に
長
け
た
、
さ
る
大
名
の

御
台
所
に
勤
め
る
料
理
方
が
、
若
君
に
百
物
語
を
申
し
上
げ
た
功
に
よ
り
、
若
君

が
成
長
し
て
国
主
に
な

っ
て
後
呼
び
出
さ
れ
、
新
知
三
百
石
、
大
小
姓
格
に
と
り

立
て
ら
れ
た
話
が
の
っ
て
い
る
。
全
巻
の
う
ち
止
め
に
、
百
物
語
礼
讃
の

一
話
を

も

っ
て
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
種
の
怪
談
有
益
論
は
、
み
な
、
教
訓
性
を
強

調
す
る
と
こ
ろ
に
始
ま

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
安
静
と
て
も
例
外
で
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
れ
で
い
な
が
ら
怪
談
を
、
自
分
の
表
現
の
世
界
に
た
ぐ
り
寄
せ
る

こ
と
が
で
き
た
の
は
、
彼
が
、
怪
談
と
は
所
詮
人
間
の
懊
悩
や
欲
望
、
迷
い
な
ど

の
上
に
重
ね
合
わ
さ
れ
た
、
異
常
心
理
や
錯
覚
で
し
か
な
い
事
を
感
じ
て
い
た
か

ら
だ
と
思
う
。

ナ

い

「
天
狗
つ
ぶ
て
附
こ
こ
ろ
に
か
か
ら
ぬ
怪
異
は
わ
ざ
は

ひ
な
き

弁

の
事
」
(巻

一
ー
第
八
)
に
、

さ
れ
ば
心
に
か
か
ら
ぬ
怪
異
は
更
に
そ
の
難
な
き
も
の
を
や
。
な
ふ
お
目
の
ま

け
を
取
給

へ
空
に
花
は
さ
き
候
ま
じ
。
な
る
こ
を
ば
を
の
が
羽
か
ぜ
に
う
ご
か

い
み

し
て
心
と
さ
は
ぐ
む
ら
す
ず
め
か
な
と
。
忌
の
文
字
も
を
の
が

こ
こ
ろ
と
は
か

け
り
。
梅
を
お
も

へ
ば
口
に
酢
た
ま
り
。
し
ら
み
と
き
け
ば
は
だ

か

ゆ

く

な

る
。
心
生
ず
れ
ば
種
々
の
法
生
ず
い
は
れ
ぬ
き
つ
か
ひ
に
。
色

々
を
あ
ん
じ
ま

ち
ま
ち
の
わ
ざ
は
ひ
を
ま
ふ
く
。
あ
く
た
の
中
に
蚓
を
ほ
り
出
す
が
ご
と
し
。

む
さ
と
も
の
ご
と
機

(気
)
に
か
け
ま
じ
き
事
也
。
惣
て
小
事
は
身

の
た
し
な

X24)
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み
心
の
お
さ
め
や
う
に
も
よ
る
べ
し
。
身
ほ
ろ
び
家
た
ゆ
る
な
ど

は

因

果

な

り
。
あ

へ
て
い
ら
ふ
べ
か
ら
ず
。

と
、
怪
異

の
災
は
心
因
に
依
る
か
ら
、
無
闇
に
気
に
す
る
の
は
よ
く
な
い
と
い
う

安
静
。
こ
れ
は
筆
者
の
体
験
が
か
ら
む

一
話
で
、
天
狗

つ
ぶ
て
を
打

た

れ

た

家

は
、
必
ず
焼
亡
の
難
に
遇
う
と
い
う
俗
信
を
し
り
ぞ
け
た
さ
る
人
の
家
は
、
筆
者

が
四
十
年
後
に
通

っ
た
時
も
、
そ
の
ま
ま
無
事
で
あ

っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
目

常
性
の
中
で
、
無
闇
に
俗
信
の
虜
に
な
る
愚
を
述
べ
て
い
る
わ
け
だ
。
人
間
が
好

む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
怪
異

の
世
界
に
関
わ
り
を
持

っ
て
し
ま
う
、

そ
の

一
つ
の
原
因
が
心
因
に
あ
る
と
の
指
摘
が
、
当
を
得
て
い
る
の

は

確

か

だ

が
、
こ
の
種
の
見
識
が
、
当
時

の
知
識

人
の
な
か
に
、
特
別
の
も
の
で
あ

っ
た
と

も
思
わ
れ
な
い
。
た
だ

な
ふ
お
目
の
ま
け

(膜
)
を
取
給

へ
。
空
に
花
は
さ
き
候
ま
じ
。
な
る
こ
を
ば

を
の
が
羽
か
ぜ
に
う
こ
か
し
て
心
と
さ
は
ぐ
む
ら
す
ず
め
か
な

と
、
和
歌
を
交
え
て
の
快
く
な
め
ら
か
な
表
現
が
、
教
訓
性
を
つ
つ
み
こ
み
、
人

間
の
迷
い
や
欲
望
に
、
冷
徹
な
言
辞
で
、
批
判
的
に
迫
る
と
い
う

こ
と

を

し

な

い
。
表
現
の
な
か
に
全

て
を
包
み
こ
み
、
距
離
を
お
い
て
対
象
を
眺
め
、
そ
の
余

裕
の
な
か
に
は
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
側

面
を
、
温
く
肯
定
し
て
し
ま
う
感
情
を
す

ら
潜
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
安
静
の
見
識
に
は
、
も
ち
ろ
ん
化
け
物
や
幽
霊

の
存
在
そ
の
も
の
に
、

冷
静
に
疑
い
の
眼
を
向
け
る
ほ
ど
の
、
合
理
性
は
な

い
。

こ
れ
ら
は
人
間
の
空
想

力
が
生
み
出
し
た
、
い
わ
ば
文
化
に
お
け
る
共
有
財
産

の
よ
う
な
も
の
、
そ
の
存

在
を
承
認
す
れ
ば

こ
そ
、
『と
の
ゐ
草
』

の
収
集
も
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

多
く
の
怪
異
談
の
な
か
に
含
ま
れ
る
、

人
間
の
本
性
や
迷

い
や
欲
望

そ

れ

自

体

が
、
彼
に
と

っ
て
は
、
不
可
解
な
謎
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
本
来
の
姿
と
し
て

彼
の
内
部
に
共
感
を
呼
び
起
す
も
の
が

あ

っ
た
の
で
は

な

か
ろ
う
か
。
「是
を
お

も
ふ
に
人
は
ば
け
も
の
世
に
な
い
物
は
な
し
」
と
か
、
二

条
通
り
夜
更
け

て

戻

り
橋
…
…
化
物
が
通
る
と
は
誠
に
是
ぞ
か
し
」
と
は
、
西
鶴
の
言
葉
で
あ
る
が
、

安
静
も
、

か
の
恋
路

の
せ
き

の
ゆ
ふ
ぎ
り
に
、
梅
が
小
路
の
露
を
わ
け
て
ふ
、く
ま
が

へ
が

さ
さ
に
息

こ
め
て
、
ひ
た
に
人
め
を
忍
ぶ
袖
も
、

こ
は
さ
の
外
の
ば
け
も
の
な

ら
し

(
巻

一

第

一
)

と
、
「ば
け
ま
じ
き
も
の
の
ば
け
た
る
こ
そ
、
は
な
し
の
中

の
は
な
し
な
ら
め
」。

つ
ま
り
恐
さ
を
度
外
視
し
て
、
恋
路
に
迷
う
男
女
の
大
胆
な
姿
も
、
「ば
け

ま

じ

き
も
の
」
が
化
け
た
、
人
間
の
姿
だ
と
い
う
わ
け
だ
。

い
ち

従

っ
て
産
女
、
見
こ
し
入
道
、
山
姫
、
仁
光
坊
、
耳
な
し
団
都
の
話
な
ど
、
巷

に
流
布
す
る
お
な
じ
み
の
怪
談
に
ま
じ
り
、
本
来
怪
談
と
は
い
え
な
い
類
の
も
の

ま
で
を
収
集
し
て
い
る
。
そ
の

一
つ
が

「錯
覚
」
を
テ
ー

マ
に
し
た
も
の
、
ま
た

恐
い
物
知
ら
ず

の
男
女
が
、
闇
夜
に
演
ず
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
。
そ
の
他
凡
人

に
は
思

い
も

つ
か
な
い
深
遠
な
智
恵
才
覚
を
用
意
し
て
い
る
人
問
、
こ
れ
ら
す
べ

て
が
安
静
に
と

っ
て
は
、
化
け
物
に
見
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
表
現
す
る
に
価
す

る
、
不
可
思
議
、
微
妙
な
も

の
で
あ

っ
た
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。

い
も

巻
二
の
九
話
か
ら
十

一
話
は
、
「月
影
を
犬
と
見
る
事
」
「疽
す
る
子
を
ば
け
物

ぼ
け
も
の

と
思
ひ
し
事
」
「
い
ざ
り
を

班

と
見
し
事
」
と
、
闇
夜
の
錯
覚
を
テ
ー

マ
に

し

ぶ
し

ば
く
ち

た

一
連
の
話
が
並
び
、

つ
づ

い
て

「山
臥
し
の
び
も
の
を
お
ど

す

事
」
「博
奕
う

ち
女
房
に
お
そ
れ
し
事
」
な
ど
、

こ
れ
ま
た
闇
夜

の
中
に
展
開
す
る
、
怪
談
な
ら

ぬ
人
間
喜
劇
を
え
が

い
て
み
せ
る
。
他
に
も
怪
談
な
ら
ぬ
怪
談
は
多
い
の
で
あ
る

が
、
皆
人
間

の
弱
点
を
た
く
み
に

つ
い
て
い
る
と
同
時
に
、
弱
点
を
自
覚
す
る
人

間
の
行
為
が
、
あ
る
場
合
は
周
到
果
敢
で
、
水
際
立

っ
て
い
た
り
、
あ
る
場
合
は

途
方
も
な
く
滑
稽
で
あ

っ
た
り
、
そ
の
描
き
わ
け
が
自
由
自
在
、
な
み
な
み
な
ら

ぬ
、
人
間

へ
の
関
心
の
深
さ
を
、
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら

怪
談
な
ら
ぬ
怪
談
が
語
ら
れ
る
と
き
に
も
、
表
現
に
は
、
怪
談
的
手
法
、

つ
ま
り

闇
夜
の
中
に
作
動
す
る
感
覚
や
心
理
を
、
手
が
た
く
、
し
か
も
手
順

よ

く

描

写

し
、
読
者
を
作
中
の
世
界
に
引

っ
ぱ
り
込
ん
で
お
い
て
、
途
中
で
う

っ
ち
ゃ
り
、

意
外
な
結
末
に
興
が
ら
せ
、
ま
た
感
じ
入
ら
せ
る
と
い
う
よ
う
な
、
心
憎
い
描
写

法
を
心
得
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

ぶ
し

(7
)

た
と
え
ば
、
「
山
臥
し
の
び
も
の
を
お
と
す
事
」
(巻
二
i
十
二
)
と
い
う

一
話
。

「
し
の
び
も
の
」
と
は
密
会
の
男
女
の
こ
と
で
、
そ
の
場
所
は
、
あ
る

「
里
と
を

き
所
」
の

「あ
れ
て
物
さ
び
た
」

一
宇
の
堂
。
主
人
公
は

「鬼

一
n
[の
や
み
夜
に

あ
や
な
く
ま
よ
ひ
ゆ
く
」
山
伏
で
、
こ
れ
た
け
で
、
怪
談
と
し
て
の
舞
台
は
、
充

分
に
用
意
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。

(25)
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要紀究研

か
か
る
所

へ
夜
も
ふ
け
な
ん
に
火
ひ
と

つ
み
え
た
り
。
此
火
さ
し
に
さ
し
て
来

る
。

こ
は
す
か
ぬ
事
や
と

(山
伏
は
)
柱
を

つ
た
ひ
、
て
ん
じ
ゃ
う

へ
あ
が
る

あ
ん
ど
う

に
、
み
め
よ
き
女
ぼ
う
行
灯
さ
げ

て
来
る
。
い
よ
い
よ
お
そ
ろ
し
く
思
ひ
し
に

と
、
山
中
の
深
い
闇
を
つ
た
わ
り
、
荒

れ
た
御
堂
の
中

へ
、
突
如
姿
を
現
わ
し
た

妖
艶
な
美
女
ー

。
怪
談
の
語
り
口
が
、
ま
た
そ
の
場
面
が
、
充
分
に
駆
使
さ
れ

な
が
ら
、
意
外
に
も
次
に
展
開
す
る

の
は
、
ま
こ
と
に
滑
稽
な
場
面
な
の
だ
。
次

に
は
風
采
堂

々
た
る
武
士
が
登
場
し
、
下
の
床
で
は
若
い
男
女
の
蜒
蜒

た

る
情

事
、
そ
れ
を
天
井
裏
か
ら
見
下
す
山
伏

。
山
伏
も

「
わ
れ
、
を
ど
さ
で
ゆ
る
す
べ

し
」
と
、
'少
し
は
も
の
の
あ
わ
れ
を
解
す
る
と
こ
ろ

を

見
せ
て
い
た
が
、
「
い
つ

し
か
う
と
み
果
て
、
げ
に
ぬ
か
れ
た

る
こ
こ
ち
」
し
て
、

一
刻
も
早
く
脱
出
し
た

く
、
二
人
の
枕
も
と
に
、
わ
ざ
と
荷
物
を
落
す
の
で
あ
る
。
驚
い
た
の
は
逢
引

の

男
女
で
、
裸
体
で
逃
げ
出
す
。
山
伏

は

「鬼
と
き
け
や
」
と
ば
か
り
、
天
井
を
踏

み
鳴
ら
し
、
男
女
が
置
い
て
行

っ
た
道
具
類
を
頂
戴
し
、
立
ち
去

っ
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
怪
談
と
い
う
よ
り
艶
笑
小
咄
で
あ
る
。

(
8
)

前
述
の

「
三
人
し
な
じ
な
勇
あ
る
事
」
(巻
四
-
第
五
)
の
あ
と
に
つ
づ

く
、

(
9
)

「を
ん
な
は
天
性
き
も
ふ
と
き
事
」
(巻
四
-
第
六
)
、
「似
た
る
は
似
て
さ

ら

に

(
10
)

是
な
ら
ざ
る
事
」
(巻
四
ー
第
七
)
も
、

や
は
り
闇
夜
に
く
り
広
げ
ら
れ
る
、

人

間
臭
あ
ふ
れ
る
ド
ラ
マ
で
あ
る
。

前
者
は
〈
死
人
、
女
の
裾
を
く
は

へ
て
離
さ
ざ
る
事
〉
と
い
う
よ
う
な
、
怪
異

談
に
も
な
る
べ
き
素
材
で
あ
る
の
に
そ
う
は
な
ら
な
い
。
女
は
闇
夜
の
中
で
、
自

分
の
裾
を
く
わ
え
た
死
体
に
疑
問
を
起
し
、
そ
の
原
理
を
つ
き
と
め
る
べ
く
、
再

度
引
き
返
し
実
験
を
試
み
る
。
そ
し

て
力
の
掛
け
か
た
に
依

っ
て
は
、
死
体
が
口

を
開
き
、
物
を
く
わ
え
る
事
も
あ
り
得
る
こ
と
を
確
か
め
、
そ
れ
を
手
が
ら
顔
に

恋
人
に
報
告
す
る
の
で
あ
る
。
驚
い
た
の
は
男
で
、
そ
の
後
は
女
に
逢
う
の
を
止

め
て
し
ま

っ
た
。
筆
者
は
、
女
は
天
性
大
胆
に
で
き
て
い
る
が
、
そ
こ
を
隠
す
の

が
、
女
ら
し
く
て
好
い
事
だ
な
ど
と
、
教
訓
を
た
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
怪
異
に
も

の
怖
じ
し
な
い
と
い
う

こ
と
が
、
必
ず
し
も
人
間
の
美
徳
に
は
う

つ
ら

な

か

っ

た
、筆
者
安
静
の
感
受
性
の
質
か
ら
き

て
い
る
と
同
時
に
、む
し
ろ
恐
怖
心
を
捨

て

去
り
、
大
胆
に
振
舞
う
人
間
を
、
「
こ
は
さ
の
外
の
ば
け
も
の
な
ら
し
」
と

い
う

よ

う

に

、

常

識

外

の
、

一
種

異

様

な

存
在

と

し

て
、
意

識

す

る

こ
と

に

よ

っ
て

い

る
と

思

う

。

ば
け
も
の

(11

)

「
い
ざ
り
を

班

と
み
し
事
」
(巻
二
第
十

一
)
と
あ
る
よ
う
に
、
安
静
に
は
、

「班
」
即
ち

「ぼ
け
も
の
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
〈
別
れ
る
V
〈
離
れ
る
V
な
ど
、

「班
」
は
、
周
囲
か
ら
は

っ
き
り
目
立

っ
て
、
異
質
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
文

字
で
、
「班
」
が

「ば
け
も
の
」
で
あ
る
の
は
、

茫
漠
た
る
暗
闇
の
中
に
、

明
確

に
知
覚
さ
れ
る
。
異
質
異
様
の
何
物
か
で
あ
る
か
ら
だ
。
恐
怖
心
を
持
た
な
い
人

問
も
、
そ
の
感
受
性
の
あ
り
よ
う
に
於
い
て
は
、
ま
た
異
常
異
質
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
人
間
の
行
為
は
、
「
こ
は
さ
の
外
の
ば
け
も
の
」

と
し
て
、

こ
れ
ま
た
怪

談
の
素
材
と
な
り
得
る
に
充
分
だ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

『
と
の
ゐ
草
』
で
は
、
奇
異
な
る
も
の
を
見

つ
め
る
感
覚
が
、
あ

り
き
た
り
な
怪
談
の
域
を
超
え
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
新
た
な
表
現
の
工
夫

が
加
味
さ
れ
、
独
特
の
作
品
の
世
界
を
持

つ
こ
と
が
で
き
た
例
と
し
て
、
仮
名
草

子
の
な
か
で
も
、
き
わ
め
て
、
レ
ベ
ル
の
高

い
作
品
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。

註

(
1
)

野
間
光
辰
氏
、
古
典
文
庫
本
解
説

(
2
)
原
文

『
と

の
ゐ
草
』

で
は
、
巻
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な
る
。
こ
れ
は
原
本

『
と

の
ゐ
草
』
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巻
と

四
巻
が
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改
題
本

『
御
伽
物
語
』

で
は
、
入
れ
か
わ

っ
て
い
る
か
ら

で
あ

る
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っ
て
巻

四
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い
う

の
は
、
古
典
文
庫
本

『御
伽
物
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に
よ

る
。

(
3
)

「近
世
怪
異
小
説

の

一
源
流
」
(
潁
原
退
蔵
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国
語
国
文
』
第

八
巻
第
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号
)

(4
)
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本

『
と
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ゐ
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二

(
5
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原
本
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ゐ
草
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巻

四

(
6
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夫

『
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伽
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(
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第
十
巻
)

(
7
)

原
本

『
と
の
ゐ
草
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で
は
巻

四

(
8
)

原
本

『
と
の
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草
』

で
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巻

二

(
9
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〃

(
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)

〃

(
11
)
原
本
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の
ゐ
草
』

で
は
巻

四
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