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本
稿
は
耳
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
民
俗
を
取
り
上
げ
て
、
身
体
的
な
感
覚
が
ど
の
よ
う
に
表
出
し

て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
ま
ず
、
耳
塞
ぎ
の
呪
法
を
取
り
上
げ
た
。
こ
れ
は
同
年
齢
の
死
者
が
出
た
際
に
そ
れ
を

聞
か
な
い
よ
う
に
一
定
の
作
法
を
耳
に
施
す
呪
術
で
あ
る
。
従
来
は
同
齢
感
覚
を
示
す
も
の
と
捉
え

ら
れ
て
き
た
が
、
改
め
て
考
え
る
と
日
常
と
は
異
な
る
状
態
を
耳
に
食
物
を
あ
て
る
こ
と
で
表
現
す

る
民
俗
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
呪
術
の
受
け
皿
と
し
て
の
耳
の
性
格
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
次
い
で
、
耳
に
関
す
る
説
話
と
し
て
「
聴
耳
」、「
鮭
の
大
助
」
を
検
討
し
た
。「
聴
耳
」
は
人
間

以
外
の
動
植
物
の
声
を
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
聞
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
上
に
成
り

立
っ
て
い
る
説
話
で
中
世
以
降
、陰
陽
道
と
も
結
び
つ
い
て
民
俗
的
に
展
開
し
て
い
る
。「
鮭
の
大
助
」

は
特
定
の
日
に
川
を
遡
上
し
て
く
る
鮭
の
発
す
る
声
を
聞
か
な
い
よ
う
に
す
る
習
俗
の
説
明
譚
で
あ

る
。
こ
れ
は
鮭
の
声
を
意
識
し
て
は
い
る
も
の
の
聞
か
な
い
こ
と
に
重
点
が
あ
る
。
こ
う
し
た
説
話

の
分
析
か
ら
は
、耳
が
自
然
界
の
音
と
対
峙
す
る
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　
さ
ら
に
、
耳
に
関
す
る
年
中
行
事
や
俗
信
に
つ
い
て
も
分
析
を
加
え
た
。
耳
鐘
や
盆
行
事
に
お
け

る
「
地
獄
の
釜
の
蓋
」
の
伝
承
、
カ
ン
カ
ン
地
蔵
、
大
黒
の
耳
あ
け
、
耳
な
し
の
琵
琶
法
師
、
耳
塚

な
ど
の
伝
承
を
検
討
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
特
定
の
条
件
の
も
と
で
、
耳
や
音
が
神
霊
や
怪
異
の
世
界

と
の
つ
な
が
り
を
持
つ
こ
と
が
、
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
耳
は
聴
覚
器
官
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
民
俗
事
象
に
表
れ
る
耳
の
イ
メ
ー
ジ
は
聴

覚
だ
け
で
は
な
く
、
耳
の
か
た
ち
と
そ
の
変
形
を
通
し
て
表
出
し
て
い
る
。
今
後
は
聴
覚
の
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
の
耳
だ
け
で
は
な
く
、
視
覚
に
関
し
て
も
留
意
し
、
総
合
的
に
身
体
感
覚
を
と
ら
え
て
い

く
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
耳
塞
ぎ
、「
聴
耳
」、「
鮭
の
大
助
」、
年
中
行
事
、
耳
鐘
、
目
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は
じ
め
に

　
初
め
て
自
分
の
声
を
録
音
し
て
聞
い
た
時
の
驚
き
を
覚
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
自

分
の
声
で
あ
る
は
ず
な
の
に
全
く
聞
い
た
こ
と
の
な
い
他
人
の
声
の
よ
う
に
感
じ
た

は
ず
で
あ
る
。
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
意
識
し
て
い
た
自
分
の
声
は
、
他
人
に
は
そ
の

よ
う
に
は
聞
こ
え
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
自
分
の
耳
に
聞
こ
え
て
い
た
声
は
他
人
に

は
届
い
て
い
な
い
。
そ
し
て
他
人
の
耳
に
響
い
て
い
る
声
は
、
自
分
の
耳
に
だ
け
は

届
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。も
っ
と
も
親
し
ん
だ
自
分
の
声
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
。

声
は
人
格
の
大
き
な
構
成
要
素
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
う
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
な
か

に
実
は
あ
る
。

　
本
稿
は
身
体
と
人
格
に
関
す
る
民
俗
学
的
な
考
察
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
こ
う
し

た
耳
を
め
ぐ
る
民
俗
と
そ
こ
に
響
く
声
、
あ
る
い
は
音
に
関
す
る
伝
承
の
い
く
つ
か

を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
身
体
や
人
格
に
関
す
る
民
俗
的
な
感
覚
は
他
者
の
理
解
、

他
者
の
身
体
感
覚
へ
の
想
像
力
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
民
俗
的
な
事

象
を
通
し
て
考
究
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
民
俗
資
料
を
用
い

な
が
ら
も
、
従
来
の
議
論
と
は
異
な
り
地
域
に
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
身
体
の
共

同
性
、
共
通
感
覚
を
抽
出
す
る
こ
と
に
留
意
し
な
が
ら
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
ま
ず
最
初
に
儀
礼
に
見
い
だ
さ
れ
る
耳
の
位
相
に
つ
い
て
考

察
す
る
。
具
体
的
に
は
「
耳
塞
ぎ
」
と
呼
ば
れ
る
儀
礼
を
取
り
上
げ
た
い
。
そ
こ
で

は
従
来
の
呪
術
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
る
考
え
方
と
は
異
な
り
、
儀
礼
が
耳
に
対
す

る
ど
の
よ
う
な
感
覚
か
ら
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
次
い

で
「
聴
耳
」
と
「
鮭
の
大
助
」
と
呼
ば
れ
る
説
話
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
ら

は
人
間
以
外
の
生
命
体
が
発
す
る
音
が
、
人
間
の
生
活
に
も
関
わ
り
を
持
つ
と
い
う

昔
話
で
あ
る
が
、
そ
の
基
盤
に
は
、
動
物
の
声
を
ど
の
よ
う
に
認
識
す
る
の
か
、
と

い
っ
た
感
覚
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
耳
そ
の
も
の
を
め
ぐ
る
信
仰
や
耳
に

ま
つ
わ
る
俗
信
と
そ
の
背
後
に
あ
る
耳
の
生
活
の
な
か
の
位
置
づ
け
に
も
着
目
し
た

い
。
断
片
的
な
伝
承
で
あ
っ
て
も
身
体
を
単
位
と
し
て
考
え
る
こ
と
で
従
来
と
は
異

な
る
視
点
を
確
認
し
た
い
と
考
え
る
。

❶
耳
塞
ぎ
の
呪
法

　
耳
塞
ぎ
と
従
来
の
研
究
で
呼
ば
れ
て
き
た
儀
礼
が
あ
る
。
同
年
齢
の
死
者
が
出
た

と
き
に
、
そ
の
死
を
耳
に
入
れ
な
い
た
め
の
呪
的
な
作
法
で
あ
り
、
葬
送
儀
礼
の
研

究
の
な
か
で
注
目
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
あ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
同
じ
村
の
人
が
死
ね
ば
同
年
輩
の
者
の
あ
る
家
で
は
、
耳
塞
ぎ
餅
と
て
、
餅

を
搗
い
て
食
ひ
、
一
部
を
耳
に
推
し
当
て
ゝ
川
へ
流
す
。
此
は
同
年
の
子
供
が

死
ん
だ
時
、
子
供
に
多
く
や
る
事
で
あ
る
。
饅
頭
、
餅
菓
子
な
ど
で
代
用
す
る

事
も
あ
る

（
（
（

。

　
同
齢
の
者
が
死
ね
ば
、
餅
を
製
し
て
、
よ
い
事
を
聞
き
、
悪
い
事
を
聞
か
ぬ

様
に
と
、
両
耳
を
塞
い
で
食
ふ
、
之
を
「
耳
ふ
た
ぎ
（
塞
）
餅
」
と
い
ふ

（
（
（

。

　
前
者
は
福
島
県
会
津
地
方
か
ら
の
報
告
で
あ
り
、
後
者
は
新
潟
県
中
魚
沼
郡
か
ら

の
報
告
で
あ
る
が
、
類
例
は
広
く
分
布
し
て
い
る
。
同
年
齢
の
死
者
が
出
た
こ
と
は

実
際
に
は
す
で
に
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
こ
う
し
た
呪
法
で
、
死
の
伝

染
を
防
ご
う
と
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
餅
や
饅
頭
、
餅
菓
子
と
い
っ
た

食
べ
物
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
次
の
よ
う
な
事
例
か
ら
は
耳

を
め
ぐ
る
呪
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
丹
波
国
北
桑
田
郡
山
国
村
で
は
『
耳
ふ
た
ぎ
』
と
て
同
年
の
人
が
な
く
な
つ

た
事
を
聞
く
と
直
ち
に
鍋
掴
み
で
耳
を
誰
か
に
挟
ん
で
貰
ふ
。
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盤
と
す
る
民
俗
は
、
生
活
基
盤
の
異
な
る
集
団
間
を
容
易
に
移
動
す
る
、
と
い
う
見

方
を
可
能
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
同
齢
感
覚
も
そ
う
し
た
身

体
的
な
同
一
性
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
耳
に
関
す
る
感
覚
と
し
て
は
、
佐
渡
の
耳
ふ
さ
ぎ
を
広
く
集
め
、
検
討

し
た
青
木
重
孝
の
見
解
も
重
要
で
あ
る
。
青
木
は
「
目
の
行
き
届
か
ぬ
両
耳
の
細
い

穴
は
外
界
か
ら
入
り
く
る
霊
魂
に
誘
は
れ
て
、
体
内
か
ら
抜
け
出
て
行
く
人
魂
の
通

路
で
あ
る
と
い
ふ
事
が
、
証
明
さ
れ
た
と
し
て
も
よ
い
か
と
思
ふ

（
（
（

。」
と
述
べ
、
耳

の
穴
が
霊
魂
の
通
路
と
認
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
耳
は
人
間
の
身
体
の
な
か
で
も
顔
の
脇
に
位
置
し
て
お
り
、
突
出
し
て
い
る
だ
け

に
こ
う
し
た
感
覚
が
生
じ
る
の
は
無
理
の
な
い
こ
と
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
耳
が
音
を

聴
く
器
官
で
あ
る
こ
と
は
、
原
初
か
ら
日
常
の
生
活
経
験
か
ら
自
然
と
了
解
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
違
い
な
い
。
そ
う
す
る
と
次
の
問
題
と
し
て
は
音
と
霊
魂
と
を
結
び
つ

け
る
感
覚
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
も
う
ひ
と
つ
注
意
し

て
お
き
た
い
の
は
、
耳
ふ
さ
ぎ
を
実
際
に
行
う
際
に
食
べ
物
が
多
く
用
い
ら
れ
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
忌
み
や
葬
送
を
め
ぐ
る
習
俗
の
な
か
で
は
当
然
の
よ

う
に
と
ら
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
耳
を
塞
ぐ
の
は
物
理
的
に
は
食
物
に
限
定
さ
れ

る
必
要
は
な
く
、
実
際
に
、
食
物
以
外
で
耳
を
塞
ぐ
事
例
は
少
な
く
な
い
。
例
え
ば

先
に
挙
げ
た
以
外
に
も
、山
口
県
阿
武
郡
の
見
島
で
は
「
同
年
者
の
死
ん
だ
時
に
は
、

他
人
が
耳
を
パ
タ
ー
ン
と
ツ
ブ
シ
、
し
か
る
後
同
年
者
の
死
ん
だ
こ
と
を
告
げ
る
。

三
度
耳
を
敲
く
こ
と
も
あ
る
。
亡
者
が
く
る
か
ら
耳
を
塞
ぐ

（
（1
（

」な
ど
と
言
っ
て
い
た
。

　
こ
の
こ
と
は
従
来
、
合
理
化
で
あ
り
、
耳
を
食
物
で
塞
ぐ
と
い
う
一
見
、
不
可
解

な
作
法
が
古
い
感
覚
を
遺
し
て
い
る
の
だ
と
解
釈
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は

否
定
で
き
な
い
に
し
ろ
、
身
体
、
特
に
顔
面
に
は
他
に
も
穴
と
い
っ
て
も
よ
い
器
官

は
備
わ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
音
を
敢
え
て
食
物
で
さ
え
ぎ
る
と
い
う
方
法
は
、
象

徴
論
的
に
も
解
釈
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
即
ち
、
本
来
は

口
と
い
う
穴
に
よ
っ
て
体
内
に
吸
収
さ
れ
る
べ
き
食
物
を
、
耳
に
あ
て
る
と
い
う
行

　
同
郡
黒
田
村
字
宮
で
も
『
耳
ふ
た
ぎ
』
と
て
、
同
年
の
人
が
な
く
な
る
と
、

其
の
凶
報
を
本
人
の
未
だ
聞
き
及
ば
ぬ
先
に
『
鍋
つ
か
み
』
で
両
耳
を
挟
ん
で

貰
ふ

（
（
（

。

　
つ
ま
り
、
耳
に
死
の
知
ら
せ
が
入
る
こ
と
を
儀
礼
的
に
防
ぐ
こ
と
が
こ
の
習
俗

の
眼
目
で
あ
り
、
人
体
の
中
で
耳
を
特
別
視
す
る
感
覚
が
表
出
し
て
い
る
も
の
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ま
で
は
こ
の
呪
法
の
耳
と
い
う
要
素
に

注
目
す
る
よ
り
も
、
さ
ら
に
そ
の
背
後
に
あ
る
心
意
を
考
察
の
対
象
と
し
て
き
た
。

一
九
三
七
年
の
柳
田
国
男
編
『
葬
送
習
俗
語
彙
』
で
は
「
年
た
が
へ
」
の
項
に
関
連

資
料
が
集
成
さ
れ
て
お
り
、「
同
齢
拘
束
の
不
可
解
に
近
い
俗
信
に
、
学
徒
の
研
究

が
向
け
ら
れ
る
こ
と
を
希
望
」
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

（
（
（

。
そ
れ
を
ふ
ま
え
大
藤
時

彦
は
、
耳
に
関
連
す
る
「
耳
く
じ
り
」
と
い
う
年
中
行
事
や
餅
で
穴
を
塞
ぐ
「
ネ
ズ

フ
タ
ギ
」
な
ど
も
考
察
の
対
象
と
し
、
厄
年
の
感
覚
に
も
注
意
し
な
が
ら
、
民
俗
文

化
に
お
け
る
同
齢
感
覚
に
考
察
の
主
眼
を
お
い
て
い
る

（
（
（

。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
井
之
口
章
次
も
、
一
連
の
葬
送
研
究
の
な
か
で
死
の
穢
れ

の
危
害
災
難
の
分
担
、
さ
ら
に
食
物
に
よ
る
分
配
を
ふ
ま
え
つ
つ
論
じ
て
い
る

（
（
（

。
さ

ら
に
近
年
で
は
再
び
こ
の
儀
礼
を
取
り
上
げ
、
誰
が
何
の
た
め
に
耳
を
塞
ぎ
、「
聞

く
な
」
と
い
う
の
か
、
そ
れ
を
誰
に
聞
か
せ
る
の
か
、
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
中
国

の
道
教
に
お
け
る
竈
神
の
信
仰
が
断
片
的
に
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
し

て
い
る

（
（
（

。

　
な
お
、
こ
の
民
俗
を
考
え
る
上
で
見
逃
せ
な
い
の
が
、
平
山
敏
治
郎
に
よ
る
耳
ふ

さ
ぎ
は
中
世
に
お
け
る
貴
族
社
会
の
な
か
で
も
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
指
摘
で
あ

る
。
平
山
は
公
家
や
僧
侶
の
日
記
を
博
捜
し
て
、
こ
う
し
た
習
俗
が
上
層
有
識
者
の

日
常
生
活
に
入
り
込
ん
で
い
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る

（
（
（

。
こ
こ
で
は
民
間
の
慣
習
が
貴

族
層
の
生
活
に
ま
で
も
採
り
上
げ
ら
れ
、
上
昇
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
推
測
が
な
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
点
か
ら
民
俗
の
史
料
的
な
性
質
を
考
え
る
重
要
な
デ
ー
タ
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
と
同
時
に
本
稿
で
の
関
心
か
ら
す
る
と
、
身
体
を
基
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為
は
、
日
常
か
ら
の
逸
脱
を
示
し
、
同
齢
者
の
死
と
い
う
異
常
な
事
態
を
、
身
体
を

素
材
と
し
て
強
く
表
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
耳
に
食
べ
物
を
あ
て
る
と
い
う

行
為
は
、
日
常
で
は
あ
り
得
な
い
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
特
殊
な
状
況
を
身
体
を
通
じ
て

演
出
し
、ふ
だ
ん
は
顕
現
し
て
い
な
い
身
体
感
覚
を
浮
上
さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
点
か
ら
興
味
深
い
民
俗
と
し
て
、
桂
井
和
雄
が
取
り
上
げ
て
い
る
「
京

見
て
来
い
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
幼
児
に
大
人
が
し
て
や
る
一
種
の
遊
び
で
あ
り
、
子

ど
も
の
身
体
を
高
く
持
ち
上
げ
る「
高
い
、高
い
」に
類
す
る
も
の
で
あ
る
。
桂
井
は
、

　「
あ
た
ま
の
後
ろ
か
ら
両
耳
の
と
こ
ろ
を
ぴ
っ
た
り
と
両
手
に
持
っ
て
も
ら
い
高

く
つ
り
上
げ
て
も
ら
う
遊
戯
で
、
多
く
の
人
は
も
う
そ
の
し
ぐ
さ
の
呼
び
名
を
忘
れ

て
い
る
と
思
う
。
…
（
中
略
）
…
た
だ
ひ
と
つ
、以
前
幡
多
の
十
川
村
（
現
十
和
村
）

で
こ
の
し
ぐ
さ
を
ミ
ミ
ア
ゲ
（
耳
上
げ
）
と
記
憶
し
て
い
る
人
が
あ
っ

（
（（
（

」
た
、
と
述

べ
て
い
る
。

　
こ
れ
も
脇
の
下
や
胴
で
は
な
く
、
耳
に
手
を
押
し
当
て
て
身
体
を
持
ち
上
げ
る
点

に
独
特
の
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
耳
を
塞
ぐ
こ
と

に
よ
っ
て
、
通
常
の
音
が
遮
ら
れ
、
特
異
な
感
覚
に
包
ま
れ
、
さ
ら
に
視
点
も
高
く

な
っ
て
、
ま
さ
に
「
京
」、
す
な
わ
ち
日
常
の
生
活
圏
を
越
え
た
世
界
が
見
え
る
の

で
あ
る
。

　
耳
を
基
点
と
す
る
伝
承
的
な
知
識
に
は
、他
に
も
示
唆
的
な
も
の
が
少
な
く
な
い
。

蛇
を
め
ぐ
る
呪
い
を
め
ぐ
っ
て
常
光
徹
が
取
り
上
げ
て
い
る
事
例
も
耳
の
民
俗
を
考

え
る
上
で
看
過
で
き
な
い
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
常
光
に
よ
る
と
、
高
知
の
山
間

部
で
、
蛇
が
穴
に
入
っ
て
抜
け
な
い
時
に
は
、
右
手
に
蛇
の
尾
を
か
ら
め
、
左
手
で

右
の
耳
を
つ
ま
ん
で
引
っ
張
る
と
抜
け
る
の
だ
と
い
う
知
識
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
近
世
の
『
和
漢
三
才
図
会
』
や
随
筆
『
耳
袋
』
な
ど
に
載
せ
ら
れ
て
は
い
る

も
の
の
当
時
、既
に
素
性
が
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
あ
る
。

常
光
は
も
と
も
と
は
耳
に
何
ら
か
の
特
徴
の
あ
る
人
々
が
そ
う
し
た
特
殊
な
能
力
を

超
世
代
的
に
継
承
し
て
い
る
と
い
う
観
念
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
論
じ

て
い
る

（
（1
（

。

　
耳
を
塞
い
だ
り
、
変
形
さ
せ
る
習
俗
に
は
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
可
能
で

あ
る
が
、
身
体
感
覚
と
し
て
は
呪
術
の
受
け
皿
、
い
わ
ば
、
呪
器
と
し
て
の
耳
、
も

し
く
は
呪
術
の
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
位
置
づ
け
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
次
に
そ
う
し
た
位

置
づ
け
を
別
の
レ
ベ
ル
で
考
え
て
い
く
た
め
に
、
耳
を
め
ぐ
る
説
話
を
取
り
上
げ
て

検
討
し
て
み
た
い
。

❷
「
聴
耳
」と「
鮭
の
大
助
」

　「
聴
耳
」
と
い
う
昔
話
は
『
日
本
昔
話
通
観
』
で
は
「
聞
き
耳
頭
巾
」
と
い
う
話

型
名
が
付
与
さ
れ
、「
む
か
し
語
り
」
の
な
か
で
「
呪
宝
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
次
の
三
つ
の
要
素
か
ら
成
る
と
整
理
さ
れ
て
い
る
。

①
男
が
い
つ
も
神
詣
で
を
し
て
い
る
と
、
神
様
が
、
か
ぶ
る
と
動
物
の
言
葉
の
わ
か

る
頭
巾
を
く
れ
る
。

②
男
が
頭
巾
を
か
ぶ
る
と
、
烏
の
群
れ
が
、
長
者
の
娘
の
大
病
は
柱
の
下
に
な
っ
た

蛇
と
蛙
の
い
さ
か
い
の
た
め
だ
、
と
話
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

③
男
は
、
八
卦
見
の
ふ
り
を
し
て
長
者
の
家
の
柱
の
下
か
ら
蛇
と
蛙
を
と
り
除
い
て

娘
を
治
し
、
そ
の
婿
に
迎
え
ら
れ
る

（
（1
（

。

　
す
な
わ
ち
、
呪
宝
を
入
手
す
る
こ
と
で
動
物
の
声
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
と
い
う
発
想
が
、
こ
の
説
話
の
根
底
に
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
頭
巾
と
い
う
具

体
的
な
モ
ノ
と
な
っ
て
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
動
物
の
鳴
き
声
も
ま
た
意
味

の
あ
る
会
話
を
交
わ
し
て
い
る
と
い
う
認
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
こ

の
場
合
の
頭
巾
は
、
耳
の
力
を
動
物
の
世
界
に
ま
で
拡
張
す
る
意
味
を
説
話
の
な
か

で
担
っ
て
い
る
。

　
た
だ
し
実
際
に
は
、
①
～
③
の
要
素
だ
け
で
は
な
く
、
不
思
議
な
機
縁
で
、
動
物

の
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
主
人
公
が
、
そ
の
能
力
を
使
っ
て
成
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功
を
収
め
る
と
い
う
粗
筋
に
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
生
じ
、
伝
承
の
過
程
で

変
化
を
遂
げ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
説
話
で
あ
る
。
武
田
明
に

よ
る
『
西
讃
岐
地
方
昔
話
集
』（
一
九
七
五
年
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
も

と
も
と
は
昭
和
十
四
年
に
採
集
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。

　
若
い
猟
師
が
山
中
を
歩
い
て
ゐ
る
と
、
蟹
が
出
て
来
て
足
を
挟
ん
だ
の
で
殺

さ
う
と
思
つ
た
が
助
け
て
や
る
。
歩
い
て
行
く
と
ま
た
も
同
じ
や
う
な
蟹
が

出
て
来
て
足
を
挟
む
が
ま
た
逃
が
し
て
や
つ
た
（（

マ

マ

（

と
あ
る
）。
そ
ん
な
事
が
も

う
一
度
く
り
返
さ
れ
た
が
、
猟
師
は
情
深
い
の
で
ま
た
ま
た
逃
が
し
た
。
そ
の

蟹
は
猟
師
に
少
し
待
つ
て
ゐ
る
や
う
に
と
言
つ
て
去
る
。
待
つ
て
ゐ
る
と
赤
い

小
さ
い
珠
を
持
つ
て
来
、
こ
の
珠た

ま
を
耳
に
入
れ
る
と
木
の
話
声
が
聞
え
る
と
言

つ
た
。
早
速
猟
師
が
耳
に
入
れ
る
と
近
く
の
松
の
木
が
、
向
ふ
の
川
岸
に
鹿
が

二
匹
ゐ
て
楽
し
さ
う
だ
と
話
し
て
ゐ
る
。
猟
師
は
早
速
川
岸
へ
行
き
鹿
を
捕
へ

る
。
こ
の
や
う
に
し
て
猟
師
は
後
に
長
者
と
な
る

（
（1
（

。

　
こ
こ
で
は
、耳
の
能
力
を
拡
張
す
る
の
は
頭
巾
で
は
な
く
、蟹
が
持
っ
て
き
た
「
赤

い
小
さ
い
珠
」
で
あ
り
、
聞
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
動
物
の
声
で
は
な

く
、「
木
の
話
声
」
で
あ
っ
た
。
呪
宝
は
頭
巾
に
の
み
固
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
こ
と
を
示
し
、
ま
た
耳
の
能
力
は
動
物
ば
か
り
で
は
な
く
、
植
物
に
ま
で
及
ぶ
こ

と
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
③
の
要
素
と
し
て
主
人
公
が
八
卦
見
す
な
わ
ち
占
い
を
業
と
す
る
者
を
装
う

点
は
、
こ
の
説
話
が
宗
教
的
な
職
能
者
の
伝
記
の
一
部
と
な
り
う
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。「
聴
耳
」
の
昔
話
は
、
中
世
の
陰
陽
道
書
『
簠
簋
』
の
注
釈
書
『
簠
簋
抄
』

の
冒
頭
の
い
わ
ゆ
る
「
由
来
の
章
」
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
『
簠
簋
』

の
伝
来
が
示
さ
れ
る
が
、
同
時
に
安
倍
晴
明
の
幼
年
期
の
出
来
事
と
し
て
、「
聴
耳
」

説
話
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。当
該
箇
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「（
安
倍
童
子
が
）
閻
浮
ニ
帰
ラ
ン
ト
暇
ヲ
乞
折
節
、
龍
宮
ニ
テ
烏
薬
ヲ
耳
ニ
ツ
ケ
給

フ
、
無
程
、
元
ノ
鹿
島
ニ
帰
リ
、
諸
鳥
ノ
囀
ヲ
聞
ク
ニ
、
能
ク
聞
知
ル
也

（
（1
（

。」。
安
倍

童
子
の
ち
の
晴
明
は
、
龍
宮
で
耳
に
薬
を
さ
し
て
も
ら
い
、
特
異
な
能
力
を
身
に
つ

け
た
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
民
俗
レ
ベ
ル
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
陰
陽
道
と
そ
の
周
辺
に
お

い
て
用
い
ら
れ
た
こ
の
種
の
説
話
が
、
昔
話
の
形
態
で
伝
承
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く

な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

　
昔
道
満
童
子
と
い
う
子
供
が
い
た
。
あ
る
日
堺
の
浜
を
歩
い
て
い
る
と
、
子

供
が
海
亀
を
い
じ
め
て
い
る
。
童
子
は
可
哀
そ
う
に
思
っ
て
、
赤
い
着
物
を
子

供
ら
に
や
っ
て
海
亀
を
助
け
て
逃
が
し
て
や
っ
た
。

　
そ
の
後
ま
た
海
岸
を
歩
い
て
い
る
と
亀
が
出
て
来
て
背
中
に
背
負
わ
れ
な
さ

い
、
と
い
う
よ
う
に
す
る
の
で
、
亀
に
負
わ
れ
て
海
の
中
へ
行
っ
た
。
海
亀
は

乙
姫
様
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
童
子
は
海
の
底
で
乙
姫
様
に
可
愛
が
ら
れ
て
暮

ら
し
て
い
た
が
、
家
へ
帰
り
た
く
な
っ
た
の
で
、
暇
を
乞
う
と
、
乙
姫
が
十
二

の
節
あ
る
竹
の
根
を
く
れ
た
。
そ
れ
を
耳
に
あ
て
る
と
、
烏
の
鳴
声
、
狐
の
鳴

声
が
き
こ
え
る
。
童
子
は
そ
れ
を
も
ら
う
と
こ
の
世
に
戻
っ
て
来
た
。
あ
る
日

し
き
り
に
烏
が
鳴
い
て
い
る
の
で
、
根
節
を
耳
へ
あ
て
て
見
る
と
、
烏
同
士
が

話
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　「
近
頃
都
で
天
子
様
が
御
病
気
に
か
か
っ
て
、
な
か
な
か
重
い
と
い
う
こ
と

だ
。
ど
ん
な
病
気
の
種
か
分
ら
ぬ
と
い
う
」

　「
い
や
い
や
そ
れ
は
分
っ
て
い
る
。
大
工
が
御
殿
を
た
て
る
時
、
蛇
と
蛙
と

ナ
メ
ク
ジ
を
、家
の
下
へ
一
緒
に
い
け
た
の
だ
。
そ
れ
が
祟
っ
て
い
る
と
い
う
」

　
こ
れ
を
き
い
た
童
子
は
よ
い
こ
と
を
き
い
た
も
の
だ
と
思
っ
て
、
さ
っ
そ
く

京
都
へ
や
っ
て
き
た
。（
後
略

（
（1
（

）

　
こ
れ
は
戦
前
に
お
け
る
奈
良
県
吉
野
地
方
の
伝
承
で
あ
り
、「
聴
耳
杖
」
と
題
さ

れ
て
い
る
が
、
主
人
公
の
名
前
が
異
な
っ
て
い
る

（
（1
（

も
の
の
『
簠
簋
抄
』
由
来
の
章
が
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昔
話
の
様
式
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。「
聴
耳
」
説
話
と

そ
の
背
景
に
あ
る
耳
の
能
力
の
拡
張
と
い
う
観
念
は
、
陰
陽
道
と
そ
こ
か
ら
派
生
、

展
開
し
て
、
伝
承
世
界
に
お
い
て
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
推
測
で

き
る
。
こ
の
こ
と
は
耳
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
陰
陽
道
の
影
響
で
よ
り
豊
か
に
な
っ

た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
時
期
は
お
お
む
ね
、
中
世
以
降
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
同
じ
よ
う
に
説
話
レ
ベ
ル
で
耳
に
関
す
る
民
俗
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
示
す
も

の
と
し
て
「
鮭
の
大
助
」
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
「
鮭
の
大
助
」
は
『
日
本

昔
話
大
成
』
で
新
話
型
と
し
て
登
録
さ
れ
た
も
の
で
、
本
格
新
（（
と
い
う
番
号
が
与

え
ら
れ
て
い
る

（
（1
（

。
そ
の
一
方
で
伝
説
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
要
素
も
持
っ
て
お
り

（
（1
（

、

そ
の
性
質
は
山
形
県
下
に
お
け
る
年
中
行
事
の
由
来
を
語
る
と
い
う
点
に
よ
く
表
れ

て
い
る
。

　
山
形
県
最
上
郡
最
上
町
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

　
昔
は
、
秋
に
な
る
と
小
国
川
を
鮭
の
魚よ

が
ま
っ
黒
く
な
る
ほ
ど
の
ぼ
っ
て
来

て
、
手
づ
か
み
で
取
れ
た
そ
う
な
。
鮭
漁
を
ヨ
ォ
待
チ
と
い
っ
た
。
十
月
二
十

日
の
エ
ビ
ス
講
の
日
は
ヨ
ォ
待
ち
を
休
み
に
す
る
の
が
な
ら
わ
し
で
、
魚
の
王

の
鮭
の
大
助
が
、「
サ
ケ
ノ
オ
オ
ス
ケ
、
い
ま
通
る
」
と
叫
び
な
が
ら
の
ぼ
る
。

こ
の
声
を
聞
い
た
者
は
急
死
す
る
と
信
じ
、
に
ぎ
や
か
に
餅
つ
き
を
し
て
、「
耳

ふ
た
ぎ
餅
」
と
い
い
、
酒
盛
り
を
し
て
す
ご
す
。（
後
略

（
11
（

）

　
鮭
の
王
で
あ
る
大
助
が
遡
上
し
て
く
る
時
は
不
思
議
な
声
が
発
せ
ら
れ
、
そ
れ
を

聞
か
な
い
た
め
に
、
エ
ビ
ス
講
が
行
わ
れ
、
耳
ふ
た
ぎ
餅
が
搗
か
れ
る
、
と
い
う
の

で
あ
る
。

　
既
に
野
村
純
一
が
、「
鮭
の
大
助
」
譚
の
伝
承
の
背
景
に
は
こ
う
し
た
流
域
の
習

俗
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
周
到
に
論
じ
て
お
り
、
こ
の
説
話
と
年
中
行
事
と

が
補
い
あ
う
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る

（
1（
（

。
そ
れ
と
と
も
に
、
鮭

の
発
声
と
い
う
日
常
あ
り
得
な
い
音
を
聴
く
、
あ
る
い
は
聴
い
て
し
ま
う
可
能
性
が

あ
る
日
が
エ
ビ
ス
講
で
あ
り
、
餅
を
搗
く
の
は
講
に
必
須
の
作
業
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
耳
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
節
で
み
た
よ
う
な
同
年

者
の
死
に
対
す
る
対
抗
呪
術
と
は
い
さ
さ
か
目
的
の
異
な
る
餅
の
調
製
な
の
で
あ
っ

た
。

　「
聴
耳
」
は
自
然
界
の
音
を
、
何
ら
か
の
機
会
や
力
に
よ
っ
て
意
味
あ
る
も
の
に

変
換
で
き
る
、
と
い
う
説
話
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、「
鮭
の
大
助
」
は
自
然
界
の

音
を
意
識
的
に
聴
か
な
い
よ
う
に
す
る
起
源
と
方
法
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

説
話
は
、
耳
に
集
約
さ
れ
る
民
俗
的
な
身
体
感
覚
が
、
人
間
の
言
葉
以
外
の
音
に
意

味
を
見
出
す
と
い
う
点
に
表
出
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
説
話
は

人
間
以
外
の
生
物
の
言
語
学
の
民
俗
的
な
表
現
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
自
然
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
音
に
は
意
味
が
あ
る
と
い
う
認
識
は
民
俗
と
し
て
伝
え
ら

れ
て
き
た
。
そ
れ
を
解
読
す
る
可
能
性
と
し
て
の
耳
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
耳

は
単
な
る
人
体
の
一
器
官
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
音
と
の
対
峙
の
象
徴
な
の
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
観
点
で
、
さ
ら
に
次
節
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
習
俗
に
見
え
隠
れ
す
る

耳
と
音
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。

❸
耳
の
か
た
ち
と
そ
こ
に
響
く
も
の

　
民
俗
学
者
の
最
上
孝
敬
は
、「
耳
鐘
の
話
」
と
い
う
論
考
の
な
か
で
、
自
身
の
奇

妙
な
経
験
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
最
上
の
学
生
時
代
、
親
し
か
っ
た
友
人
が
半
年

以
上
、寝
込
ん
だ
末
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
晩
、最
上
は
机
に
向
か
っ

て
い
て
突
然
激
し
い
耳
鳴
り
に
襲
わ
れ
、
身
体
中
が
が
く
が
く
と
痙
攣
で
も
す
る
よ

う
な
感
じ
が
し
た
、
と
い
う
。
そ
れ
は
止
め
よ
う
と
し
て
も
止
ま
る
よ
う
な
も
の
で

は
な
く
、
い
つ
か
、
さ
っ
と
水
が
ひ
く
よ
う
に
お
さ
ま
っ
た
。
も
し
や
と
思
い
、
時

計
を
見
て
お
い
た
の
だ
が
、
後
で
聞
く
と
ま
さ
に
友
人
の
臨
終
の
時
間
に
あ
た
っ
て

い
た
の
で
あ
る

（
11
（

。
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こ
れ
を
最
上
は
、
第
一
節
で
ふ
れ
た
「
耳
塞
ぎ
」
に
連
な
る
同
齢
感
覚
の
表
れ
と

と
ら
え
て
い
る
。「
耳
塞
ぎ
」
と
異
な
る
の
は
、
耳
を
塞
ぐ
食
物
や
道
具
、
あ
る
い

は
そ
の
際
に
唱
え
る
言
葉
な
ど
は
な
く
、
直
接
、
耳
の
奥
に
自
然
発
生
的
に
音
を
感

じ
た
点
で
あ
り
、
最
上
は
「
昔
の
人
々
は
そ
れ
を
死
者
の
霊
が
親
し
い
友
人
を
ひ
っ

ぱ
り
に
く
る
と
解
し
お
そ
れ
た
の
で
、
そ
の
極
度
の
恐
怖
感
は
そ
の
よ
う
な
け
い
れ

ん
麻
痺
状
態
の
発
生
を
一
層
容
易
に
し
、
そ
の
経
験
を
か
な
り
普
遍
的
な
も
の
と
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
い
わ
ゆ
る
耳
塞
ぎ
の
習
俗
も
、

こ
う
し
て
生
じ
た
耳
鐘
を
は
や
く
し
ず
め
、
あ
る
い
は
そ
の
生
ず
る
の
を
防
ぐ
呪
法

で
あ
る

（
11
（

」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

　
耳
塞
ぎ
の
よ
う
に
何
ら
か
の
媒
介
物
や
唱
え
言
が
介
在
し
な
い
耳
鐘
も
各
地
か
ら

の
報
告
が
あ
り
、
最
上
の
よ
う
に
耳
塞
ぎ
と
連
な
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
一
般
的

で
あ
る
。
例
え
ば
、
和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
川
添
村
市
鹿
野
か
ら
の
「
オ
ナ
イ
ド
シ
の

者
の
死
ん
だ
時
は
「
ミ
ミ
ガ
ネ
が
鳴
る
」
と
い
つ
て
気
持
悪
が
る
。
オ
ナ
イ
ド
シ
の

者
の
耳
の
奥
が
ジ
ン
ジ
ン
鳴
る
日
は
「
あ
ゝ
今
日
は
オ
ナ
イ
ド
シ
の
人
が
死
ん
だ
」

と
い
つ
て
其
死
を
知
る

（
11
（

。」
と
い
っ
た
報
告
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
身
体
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
耳
鐘
は
、
外
部
か
ら
音
が
流
れ
こ
ん

で
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
耳
塞
ぎ
が
外
部
か
ら
の
音
、
す
な
わ
ち
同
年
齢
の
死
者
の

情
報
を
入
れ
ま
い
と
す
る
行
為
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
耳
鐘
は
身
体
の
内
側
に
生
じ

る
現
象
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
音
は
他
者
に
は
感
得
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
音
の
発
生
と
そ
の
感
受
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、
耳
鐘
は
耳
塞
ぎ
の
基
盤
で
、

一
連
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
よ
り
内
在
的
な
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
同
年
齢
の
者
の

死
と
い
う
一
定
の
条
件
に
あ
た
っ
て
耳
が
通
常
聞
こ
え
な
い
音
を
聞
く
こ
と
に
な
る

と
い
う
観
念
で
あ
り
、
そ
う
し
た
感
覚
に
対
す
る
知
識
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
不
意
に
訪
れ
る
死
と
い
う
条
件
下
で
耳
を
意
識
す
る
耳
鐘
に
対
し
て
、
特
定
の
方

法
で
耳
の
感
性
が
変
異
す
る
の
が
「
聴
耳
」
の
昔
話
の
構
成
要
素
で
あ
り
、
エ
ビ
ス

講
の
晩
に
耳
の
感
性
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
の
が
「
鮭
の
大
助
」
の
伝
説

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
耳
の
感
性
に
ま
つ
わ
る
伝
承
は
他
に
も
い
く
つ
か
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
毎
年
、
盆
の
準
備
が
始
ま
る
頃
に
、
畠
の
土
に
耳
を
あ
て
る
と
地
獄
の
釜
の
蓋
が

あ
く
音
が
聞
こ
え
る
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
千
葉
県
君
津
郡
、
市
原
郡
あ
た
り
か
ら

は
旧
暦
の
七
月
一
日
を
「
釜
の
蓋
の
朔
日
」
と
い
い
、「
此
日
茄
子
畠
に
行
き
、
耳

を
地
に
附
け
て
聴
く
と
、
地
獄
の
釜
の
蓋
の
開
く
音
、
精
霊
の
叫
ぶ
声
を
耳
に
す
る

こ
と
が
出
来
る
と
謂
ひ
、
今
尚
茄
子
畠
に
入
る
の
を
忌
む
習
慣
だ
け
が
少
し
残
つ
て

居
る

（
11
（

。」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
茨
城
県
新
治
郡
か
ら
は
同
じ
く
七
月
一
日
を

釜
蓋
一
日
と
い
い
、「
仏
が
地
獄
よ
り
で
ゝ
く
る
日
に
て
土
に
耳
を
あ
て
ゝ
る
と
音

が
き
こ
え
る
と
い
ふ

（
11
（

。」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
盆
行
事
の
始
ま
り
に
あ
た
っ
て
、
普
段
は
地
獄
に
い
る
死
者
た
ち
が

こ
の
世
を
め
ざ
す
た
め
に
地
獄
の
釜
の
蓋
が
開
く
の
だ
、
と
い
う
仏
教
的
な
解
説
が

民
俗
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
年
中
行
事
の

伝
承
と
し
て
捉
え
直
し
て
み
る
と
、
特
定
の
日
に
は
地
獄
の
音
が
聞
こ
え
る
と
い
う

伝
承
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
は
畠
の
土
に
耳
を
あ
て
る
と
い
う

ふ
だ
ん
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
行
為
が
、そ
う
し
た
不
思
議
な
音
を
聞
く
技
法
で
あ
り
、

そ
れ
は
ま
た
決
し
て
お
こ
な
っ
て
は
な
ら
な
い
禁
忌
で
も
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
年
中
行
事
や
民
俗
信
仰
の
中
に
は
神
仏
に
対
し
て
耳
を
強
調
し
た
り
、
神

仏
の
耳
を
こ
と
さ
ら
に
意
識
す
る
伝
承
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

耳
の
病
治
し
に
関
す
る
霊
験
と
し
て
、
高
知
県
幡
多
郡
橋
上
村
あ
た
り
で
は
、
穴
の

あ
い
た
石
を
つ
ん
ぼ
石
と
云
い
、
そ
れ
を
患
っ
て
い
る
耳
に
あ
て
が
っ
て
か
ら
神
に

献
じ
る
と
病
気
が
治
る
と
い
っ
た
。
ま
た
、
長
崎
県
五
島
の
宇
久
島
神
の
湊
の
入
り

口
に
あ
る
つ
ん
ぼ
夷
様
と
い
う
石
神
に
は
、
穴
の
あ
い
た
石
を
あ
げ
る
と
や
は
り
耳

が
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
る
と
さ
れ
て
い
た

（
11
（

。

　
耳
に
限
ら
な
い
よ
う
に
み
え
る
が
、
次
の
よ
う
な
事
例
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
山
梨
県
東
八
代
郡
中
道
町
の
右
左
口
で
は
カ
ン
カ
ン
地
蔵
と
も
ヤ
ク
地
蔵
と
も

呼
ば
れ
る
地
蔵
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
地
蔵
は
「
自
分
の
体
の
痛
い
と
こ
ろ
が
あ
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る
場
合
、
地
蔵
の
体
で
自
分
が
痛
い
部
分
と
同
じ
場
所
を
た
た
い
て
痛
み
が
と
れ
る

よ
う
に
願
を
か
け
る
。
こ
の
た
め
地
蔵
の
各
所
に
穴
が
あ
い
て
い
る

（
11
（

。」
と
い
う
。

病
気
治
し
の
祈
願
に
あ
た
っ
て
、
地
蔵
を
叩
く
と
い
う
点
が
興
味
深
い
。
耳
と
は
無

関
係
な
よ
う
だ
が
、
叩
く
こ
と
で
音
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
特
定
の
状

況
の
な
か
で
耳
と
音
を
意
識
す
る
伝
承
の
一
端
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。

　
ま
た
、「
お
大
黒
様
の
耳
あ
け
」
と
称
す
る
行
事
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
山

形
県
南
置
賜
郡
上
長
井
村
笹
野
一
本
杉
で
は
旧
暦
の
十
二
月
九
日
に
次
の
よ
う
に
行

わ
れ
て
い
た
。

農
家
で
は
夜
に
な
る
と
、
囲
炉
裏
で
炒
つ
た
豆
を
一
升
枡
に
入
れ
て
、
枡
を
両

手
で
支
へ
、
左
右
に
ゆ
さ
ぶ
り
乍
ら
向
ふ
三
軒
両
隣
り
へ
も
聞
え
る
程
の
大
き

な
声
で
「
お
大
黒
様
、
お
大
黒
様
、
耳
を
あ
け
て
お
り
も
う
す
か
ら
佳
え
こ
と

聞
か
せ
て
下
さ
い
」
と
唱
へ
、
一
寸
ゆ
さ
ぶ
る
手
を
や
め
て
豆
を
お
大
黒
様
の

列
ん
で
ゐ
る
方
や
、
辺
り
一
面
に
撒
き
、
又
「
お
大
黒
様
、
お
大
黒
様
…
…
」

と
唱
へ
て
豆
を
撒
き
、
斯
く
て
三
度
繰
返
し
て
終
る
の
で
あ
る

（
11
（

。

　
こ
れ
も
特
定
の
日
に
「
佳
い
こ
と
」
を
聞
く
耳
の
能
力
を
意
識
し
、
そ
れ
が
可
能

に
な
る
こ
と
を
祈
る
行
事
で
あ
る
。
な
お
、
前
節
で
検
討
し
た
「
鮭
の
大
助
」
の
伝

承
に
お
い
て
、
そ
の
声
を
聞
く
ま
い
と
す
る
行
事
が
大
黒
と
並
ん
で
家
の
神
と
し
て

意
識
さ
れ
る
エ
ビ
ス
講
の
行
事
で
あ
る
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
鮭
の

大
助
」
に
お
け
る
エ
ビ
ス
講
は
家
の
神
と
し
て
の
性
格
だ
け
で
は
な
く
、
漁
撈
の
神

と
し
て
の
意
味
合
い
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
も
、
こ
う
し
た
耳
に
関
す
る
伝
承

が
、
民
俗
的
な
神
観
念
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
特
定
の
条
件
、
状
況
の
も
と
に
耳
を
意
識
す
る
伝
承
は

か
な
り
多
く
、
そ
れ
ら
は
実
際
に
聞
こ
え
る
か
否
か
が
問
題
で
は
な
く
、
耳
を
外
界

も
し
く
は
他
界
か
ら
の
情
報
を
受
け
止
め
、
あ
る
い
は
発
信
す
る
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
。
耳
は
音
を
聞
く
器
官
で
あ
る
か
ら
そ
れ
は

当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
耳
を
結
節
点
と
し
た
想
像
力
の

展
開
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
民
俗
的
な
想
像
力
を
考
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
怪
異
に
着
目
す
る
の
も
有
効
な
方

法
で
あ
る
。
安
井
眞
奈
美
は
、
妖
怪
に
狙
わ
れ
る
身
体
と
い
う
観
点
か
ら
日
本
人
の

身
体
観
を
追
究
し
て
い
る
。
安
井
に
よ
れ
ば
、
耳
は
目
に
次
い
で
妖
怪
と
接
点
を
持

ち
や
す
い
身
体
の
部
位
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
あ
の
世
の
出
来
事
を
感
じ
る
た
め
に

は
と
り
わ
け
聴
覚
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
人
々
の
認
識
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と

言
う

（
11
（

。
確
か
に
耳
は
耳
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
聴
覚
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
伝
承
も
改
め
て
捉
え
直
す
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。
小
泉
八
雲
の
書
い
た
「
耳
な
し
芳
一
」
は
、
民
俗
的
な
説
話
を
題
材

に
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
徳
島
県
で
は
次
の
よ
う
な
伝
説
と
し
て

記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
徳
島
県
板
野
郡
里
浦
村
に
昔
団
一
と
云
ふ
盲
目
の
琵
琶
法
師
が
あ
つ
た
。
あ

る
夜
一
人
の
官
女
ら
し
い
者
が
来
て
、
今
宵
御
殿
で
宴
会
が
催
さ
れ
る
に
依
つ

て
是
非
出
て
貰
ひ
た
い
と
の
言
葉
に
、
団
一
は
そ
の
晩
早
速
行
つ
た
。
斯
く
し

て
毎
晩
其
御
殿
に
行
つ
て
ゐ
る
中
に
、次
第
に
身
の
衰
弱
す
る
の
を
覚
え
た
が
、

あ
ま
り
気
に
も
止
め
な
い
で
ゐ
た
。
あ
る
旅
僧
が
此
村
の
墓
地
を
通
る
と
、
一

人
の
瘠
衰
へ
た
琵
琶
法
師
が
一
心
不
乱
に
琵
琶
を
弾
い
て
ゐ
る
、
旅
僧
は
様
子

を
聞
い
て
、
目
と
云
は
ず
、
鼻
と
云
は
ず
、
身
体
中
を
ま
じ
な
ひ
し
た
が
、
耳

を
忘
れ
て
居
た
。
翌
晩
に
な
る
と
又
例
の
官
女
ら
し
い
の
が
来
て
団
一
を
伴
れ

て
出
や
う
と
し
た
が
、
団
一
の
身
体
に
は
禁ま

じ
な
ひ厭

が
施
し
て
あ
る
か
ら
中
々
伴
れ

て
行
く
事
が
出
来
ず
に
耳
を
持
つ
て
行
つ
て
し
ま
つ
た
。
耳
切
団
一
の
話
と
し

て
土
地
の
人
は
今
も
話
し
て
居
る

（
1（
（

。

　
耳
の
み
が
も
ぎ
取
ら
れ
る
結
末
は
、
盲
目
の
琵
琶
法
師
が
主
人
公
で
あ
る
か
ら
余
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計
に
耳
こ
そ
が
他
界
と
の
交
流
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
を
鮮
明
に
示
し
て
い
る
。
そ
し

て
聴
覚
の
シ
ン
ボ
ル
を
失
っ
た
悲
劇
が
一
層
心
に
沁
み
、
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
。

　
柳
田
国
男
は
「
鹿
の
耳
」
の
な
か
で
、
こ
の
説
話
は
、
実
は
耳
に
特
徴
を
持
つ
盲

目
の
芸
能
者
自
身
が
語
り
手
と
な
っ
て
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
示
唆
し
て

い
る

（
11
（

。
そ
れ
は
目
や
耳
と
い
っ
た
身
体
の
一
部
を
わ
ざ
と
傷
つ
け
、
そ
れ
こ
そ
が
神

霊
と
相
通
じ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
心
性
を
論
じ
る
柳
田
の
妖
怪
論
、
伝
説
論

の
一
環
で
も
あ
る
の
だ
が
、
耳
の
変
形
あ
る
い
は
切
断
と
い
う
そ
れ
だ
け
で
も
大
き

な
テ
ー
マ
に
通
じ
る
。

　
さ
て
こ
う
し
て
身
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
耳
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ

と
を
考
え
る
素
材
と
し
て
日
本
各
地
に
耳
塚
の
伝
承
が
あ
る
。
福
井
県
敦
賀
郡
東
浦

村
五
幡
で
は
、
聖
武
天
皇
二
十
年
に
蒙
古
が
来
寇
し
た
時
に
、
鉄
輪
そ
の
他
の
賊
の

首
を
埋
め
た
と
こ
ろ
が
耳
塚
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る

（
11
（

。
ま
た
長
崎
県
対
馬
で
は
、
奴

加
岳
村
大
網
に
あ
る
耳
塚
は
、
糠
嶽
の
合
戦
で
敗
走
し
た
敵
兵
の
耳
を
切
り
集
め
て

埋
め
た
の
だ
と
言
っ
て
い
た

（
11
（

。

　
こ
う
し
た
耳
塚
は
戦
い
に
よ
る
異
常
死
が
そ
の
製
作
理
由
と
な
っ
て
お
り
、
背
後

に
は
御
霊
信
仰
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
祟

り
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
の
あ
る
死
者
を
鎮
め
る
た
め
に
塚
を
築
き
、
と
り
わ
け
耳

を
そ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
意
識
し
た
の
で
あ
る
。
切
り
取
ら
れ
た
耳
は
人
格
の
代
替

物
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
処
理
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
。

ま
と
め
と
今
後
の
課
題

　
以
上
、本
稿
で
は
耳
を
め
ぐ
る
民
俗
と
し
て
、耳
塞
ぎ
を
は
じ
め
と
す
る
儀
礼
、「
聴

耳
」
や
「
鮭
の
大
助
」
と
い
っ
た
説
話
、
さ
ら
に
は
年
中
行
事
や
妖
怪
伝
承
の
な
か

で
音
を
受
け
止
め
た
り
、
特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
耳
を
意
識
す
る
事
例
を

取
り
上
げ
て
検
討
し
て
き
た
。
最
後
に
、
と
り
あ
え
ず
の
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
に

つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
民
俗
的
に
は
音
は
何
ら
か
の
怪
異
や
霊
魂
の
到
来
を
意
味
す
る
と
と
ら
え
ら
れ
、

耳
は
そ
う
し
た
思
考
回
路
の
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
耳

に
響
く
と
さ
れ
て
い
る
音
は
、
外
部
か
ら
ば
か
り
で
は
な
く
、
身
体
の
内
部
か
ら
生

じ
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
う
し
た
特
殊
な
音
の
聴
取
、
異
能

が
発
揮
さ
れ
て
い
る
状
態
は
、
何
ら
か
の
モ
ノ
の
装
着
や
耳
そ
の
も
の
を
変
形
さ
せ

て
示
す
場
合
も
多
か
っ
た
。
ま
た
、
特
定
の
条
件
の
も
と
で
、
音
を
聞
く
場
合
に
は
、

そ
れ
が
ど
う
い
っ
た
音
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
抽
象
的
な
音
と
い

う
認
識
で
あ
り
、
ま
た
音
を
意
識
し
て
い
て
も
、
実
際
に
聞
く
こ
と
は
禁
忌
に
な
っ

て
い
る
場
合
が
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
民
俗
の
検
討
か
ら
、
聴
覚
器
官
と
し
て
の
耳
に
対
す
る
民
俗
は
、
耳
そ

の
も
の
が
単
独
で
伝
承
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で

意
味
が
生
じ
、
記
憶
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
耳

の
聴
覚
的
な
機
能
ば
か
り
で
は
な
く
、
外
見
、
す
な
わ
ち
耳
の
か
た
ち
や
状
態
も
問

題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
耳
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
は
耳
だ
け
で
は
成
立
せ

ず
、
視
覚
的
な
情
報
も
ふ
ま
え
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
「
聴
耳
」
の
説
話
な
ど
で
は
、も
と
も
と
耳
そ
の
も
の
に
備
わ
る
筈
の
能
力
が
、

頭
巾
な
ど
の
具
体
的
な
モ
ノ
で
表
現
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
も
関
連
す

る
。
と
す
る
と
次
な
る
課
題
は
本
稿
に
お
け
る
耳
を
め
ぐ
る
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
を
視
覚

を
も
含
ん
だ
、
い
わ
ば
、
耳
と
目
の
両
面
に
関
わ
る
検
討
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。

　
耳
を
め
ぐ
る
身
体
感
覚
は
、
聴
覚
ば
か
り
で
な
く
、
視
覚
と
相
伴
っ
て
表
出
す
る
。

視
覚
と
聴
覚
と
が
連
動
す
る
こ
と
で
民
俗
的
な
身
体
感
覚
が
築
か
れ
て
い
る
と
も
い

え
よ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
次
に
取
り
組
む
べ
き
は
本
稿
の
成
果
を
意
識
し
つ
つ
、

目
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
稿
で
充
分
に
考
究
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
諸
事
例
に
つ
い
て
の
追
考
を
期
し
つ
つ
、
民
俗
的
な
身
体
と
人
格
に
つ

い
て
の
検
討
の
第
一
歩
と
し
て
本
稿
を
位
置
づ
け
た
い
。
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註（
（
）　
坂
内
亀
彦
「
会
津
の
俗
習
二
三
」（『
郷
土
研
究
』
七
巻
三
号
、
一
九
三
三
年
、
郷
土
研
究
社
、

二
六
頁
）。
な
お
、
引
用
に
つ
い
て
は
仮
名
遣
い
は
原
文
の
ま
ま
と
し
、
漢
字
に
つ
い
て
は
特
に

断
ら
な
い
限
り
、
通
用
の
も
の
に
改
め
た
。
以
下
、
引
用
に
つ
い
て
は
全
て
同
じ
。

（
（
）　
宮
沢
清
文
「
新
潟
県
中
魚
沼
郡
」『
旅
と
伝
説
』
第
六
年
七
月
号
〔
誕
生
と
葬
礼
号
〕、

一
九
三
三
年
、
三
元
社
、
六
一
─
六
二
頁
）、
六
二
頁
。

（
（
）　
井
上
賴
寿
「
耳
塞
餅
」（『
近
畿
民
俗
』
一
巻
二
号
、
一
九
三
六
年
、
近
畿
民
俗
刊
行
会
、

三
二
─
三
六
頁
）、
三
五
頁
。

（
（
）　
柳
田
国
男
編
『
葬
送
習
俗
語
彙
』（
一
九
三
七
年
、国
書
刊
行
会
復
刻
一
九
七
五
年
）、三
六
頁
。

（
（
）　
大
藤
時
彦
「
耳
塞
餅
」（
同
『
日
本
民
俗
学
の
研
究
』、
一
九
七
九
年
、
学
生
社
、
二
七
五
─

二
八
八
頁
）

（
（
）　
井
之
口
章
次
「
耳
ふ
さ
ぎ
」（
同
『
日
本
の
葬
式
』、
一
九
七
七
年
、
筑
摩
書
房
［
叢
書
］、

五
〇
─
六
〇
頁
）

（
（
）　
井
之
口
章
次
「
好
多
説
・
不
好
少
説
─
耳
ふ
さ
ぎ
・
耳
く
じ
り
─
」（
同
『
生
死
の
民
俗
』、

二
〇
〇
〇
年
、
岩
田
書
院
、
一
四
三
─
一
六
二
頁
）

（
（
）　
平
山
敏
治
郎
「
耳
ふ
さ
ぎ
史
料
」（
初
出
は
一
九
四
七
年
。
の
ち
に
史
料
を
増
補
し
て
、
井

之
口
章
次
編
『
葬
送
墓
制
研
究
集
成
（
第
二
巻
）
葬
送
儀
礼
』（
一
九
七
九
年
、
名
著
出
版
）、

一
九
六
─
二
一
三
頁
に
収
録
。）

（
（
）　
青
木
重
孝
「
佐
渡
の
耳
ふ
さ
ぎ
」（『
旅
と
伝
説
』
一
三
巻
九
号
、
一
九
四
〇
年
、
三
元
社
、

三
四
―
三
六
頁
）、
三
四
頁
。

（
（0
）　
瀬
川
清
子
『
日
間
賀
島
・
見
島
民
俗
誌
』（
一
九
七
五
年
、
未
来
社
）、
二
一
二
頁
。

（
（（
）　
桂
井
和
雄
「
京
見
て
こ
い
」（
同
『
仏
ト
ン
ボ
去
来
―
桂
井
和
雄
土
佐
民
俗
選
集
（
第
一
巻
）

―
』、
一
九
七
七
年
、
高
知
新
聞
社
、
一
五
五
―
一
五
八
頁
）、
一
五
五
頁
。

（
（（
）　
常
光
徹
「
動
物
を
め
ぐ
る
呪
い
」（
同
『
し
ぐ
さ
の
民
俗
学
─
呪
的
世
界
と
心
性
─
』、

二
〇
〇
六
年
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
六
五
─
一
九
二
頁
）、
一
六
六
─
一
七
〇
頁
。

（
（（
）　
稲
田
浩
二
『
日
本
昔
話
通
観
（
第
二
八
巻
）
昔
話
タ
イ
プ
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
』（
一
九
八
八
年
、

同
朋
舎
出
版
）、
二
七
九
頁
。

（
（（
）　
武
田
明
『
西
讃
岐
地
方
昔
話
集
』（
一
九
七
五
年
、
岩
崎
美
術
社
）、
五
三
頁
。

（
（（
）　
美
濃
部
重
克「
解
説『
た
ま
も
』」（
美
濃
部
重
克
・
田
中
文
雅『
室
町
期
物
語
二
』、一
九
八
五
年
、

三
弥
井
書
店
、
二
八
―
七
四
頁
）、
六
四
頁
よ
り
引
用
。
な
お
、『
臥
雲
日
件
録
抜
尤
』
の
応
仁
元

年
（
一
四
六
七
）
十
月
廿
七
日
条
に
は
晴
明
の
逸
話
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ

で
は
聴
耳
と
な
る
経
緯
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
中
世
期
に
注
釈
、
直
談
の
世
界
に

お
い
て
、「
聴
耳
」
の
説
話
、
さ
ら
に
は
、
耳
の
能
力
が
動
物
の
世
界
に
ま
で
伸
展
す
る
発
想
が

も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
は
や
く
渡
邊
守

邦
「
簠
簋
抄
以
前
―
狐
の
子
安
倍
の
童
子
の
物
語
―
」（『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
一
四
号
、

一
九
八
八
年
、
国
文
学
研
究
資
料
館
、
六
三
―
一
一
三
頁
）
に
指
摘
が
あ
る
ほ
か
、
悉
曇
学
や
法

華
経
注
釈
の
場
に
お
い
て
、
こ
の
「
聴
耳
」
説
話
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

佐
藤
優「「
聴
耳
」説
話
の
形
成
と
展
開
―
中
世
期
の
説
話
を
中
心
と
し
て
―
」（『
口
承
文
芸
研
究
』

三
一
号
、
二
〇
〇
八
年
、
日
本
口
承
文
芸
学
会
、
四
四
―
五
七
頁
）
を
参
照
。

（
（（
）　
引
用
は
宮
本
常
一
『
吉
野
西
奥
民
俗
採
訪
録
』（『
宮
本
常
一
著
作
集
（
第
三
四
巻
）』、

一
九
八
九
年
、
未
来
社
）、
八
一
頁
に
拠
っ
た
。

（
（（
）　
道
満
は
『
簠
簋
抄
』
由
来
の
章
に
お
い
て
は
安
倍
晴
明
の
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
描
か
れ
る
。
ど

う
い
う
わ
け
か
混
乱
し
た
と
思
わ
れ
る
。

（
（（
）　
関
敬
吾
・
野
村
純
一
・
大
島
廣
志
編
『
日
本
昔
話
大
成
（
第
一
一
巻
）
資
料
篇
』、一
九
八
〇
年
、

角
川
書
店
）、
六
五
頁
。

（
（（
）　
関
連
す
る
資
料
は
野
村
純
一
編
『
日
本
伝
説
大
系
（
第
三
巻
）
南
奥
羽
・
越
後
編
』、

一
九
八
二
年
、
み
ず
う
み
書
房
）、
四
三
―
四
七
頁
に
集
成
さ
れ
て
い
る
。

（
（0
）　
佐
藤
義
則
『
羽
前
小
国
郷
の
伝
承
』（
一
九
八
〇
年
、
岩
崎
美
術
社
）、
二
一
〇
―
二
一
一
頁
。

（
（（
）　
野
村
純
一「「
鮭
の
大
助
」の
来
る
日
」（
同『
昔
話
伝
承
の
研
究
』、一
九
八
四
年
、同
朋
舎
出
版
、

二
五
五
―
二
八
五
頁
）

（
（（
）　
最
上
孝
敬
「
耳
鐘
の
話
」（『
西
郊
民
俗
』
四
号
、
一
九
五
七
年
、
西
郊
民
俗
談
話
会
、
一
―

三
頁
）、
一
頁
。
な
お
、
こ
の
論
文
の
存
在
に
つ
い
て
は
大
島
建
彦
先
生
に
御
教
示
い
た
だ
い
た
。

明
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。

（
（（
）　
前
掲
註
（
（（
）、
二
頁
。

（
（（
）　
真
砂
光
男
「
熊
野
採
訪
録
」（『
民
間
伝
承
』
一
三
巻
九
号
、
一
九
四
九
年
、
一
九
頁
。）

（
（（
）　
谷
中
國
樹
「
上
総
君
津
郡
及
び
市
原
郡
」（『
民
族
』
一
巻
五
号
、
一
九
二
六
年
、
民
族
発
行

所
、
一
七
九
―
一
八
一
頁
）、
一
七
九
頁
。

（
（（
）　
中
川
さ
だ
子
「
茨
城
県
新
治
郡
上
大
津
村
神
立
地
方
の
年
中
行
事
」（『
民
俗
学
』
三
巻
三
号
、

一
九
三
一
年
、
民
俗
学
会
、
三
八
―
四
一
頁
）、
四
〇
頁
。

（
（（
）　
桜
田
勝
徳
『
漁
村
民
俗
誌
』（
一
九
三
四
年
、
一
誠
社
）、
九
八
頁
。

（
（（
）　
東
洋
大
学
民
俗
研
究
会
編
『
右
左
口
の
民
俗
―
山
梨
県
東
八
代
郡
中
道
町
左
右
口
地
区
―
』

（
一
九
八
四
年
、
東
洋
大
学
民
俗
研
究
会
）、
一
三
二
頁
。
な
お
、
カ
ン
カ
ン
地
蔵
や
カ
ン
カ
ン

石
に
つ
い
て
は
長
沢
利
明
「
カ
ン
カ
ン
石
・
カ
ン
カ
ン
地
蔵
」（
同
『
江
戸
東
京
の
庶
民
信
仰
』、

一
九
九
六
年
、
三
弥
井
書
店
、
九
九
―
一
一
〇
頁
）
を
参
照
。

（
（（
）　
田
村
壹
「
お
大
黒
様
の
耳
あ
け
」（『
民
族
文
化
』
二
巻
三
号
、
一
九
四
一
年
、
山
岡
書
店
、

七
―
八
頁
）、
七
頁
。

（
（0
）　
安
井
眞
奈
美
「
妖
怪
・
怪
異
に
狙
わ
れ
や
す
い
日
本
人
の
身
体
部
位
」（
小
松
和
彦
編
『
妖

怪
文
化
研
究
の
最
前
線
』、
二
〇
〇
九
年
、
せ
り
か
書
房
、
二
四
四
―
二
六
八
頁
）、
二
四
九
―

二
五
二
頁
。

（
（（
）　
中
島
松
三
郎
「
耳
切
団
一
」（『
郷
土
研
究
』
二
巻
四
号
、
一
九
一
四
年
、
郷
土
研
究
社
）、
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五
七
頁
に
拠
っ
た
。

（
（（
）　
柳
田
国
男
「
鹿
の
耳
」（『
柳
田
国
男
全
集
（
第
七
巻
）』、
一
九
九
八
年
、
筑
摩
書
房
、

四
六
三
―
四
八
二
頁
）、
四
七
五
―
四
七
七
頁
。

（
（（
）　
大
矢
眞
一
編
「
分
類
索
引
・
福
井
伝
説
集
」（『
南
越
民
俗
』
二
巻
三
号
、
一
九
三
九
年
、
南

越
民
俗
発
行
所
、
二
―
一
六
頁
）、
九
頁
。

（
（（
）　
対
馬
教
育
会
編
『
改
訂
対
馬
島
誌
』（
一
九
四
〇
年
、
名
著
出
版
復
刻
一
九
七
六
年
）、

一
三
九
頁
。

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

（
二
〇
一
〇
年
九
月
二
七
日
受
付
、
二
〇
一
一
年
二
月
二
一
日
審
査
終
了
）
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Ear Folklore：
A Folkloric Basis for Bodily Senses

KOIKE Jun’ichi

This paper looks at various examples of folklore related to ears, and goes on to consider the ways in which 

bodily senses are expressed in folklore.

I first consider the earplug charm, which is a magic practice by which people would insert something in their 

ears when a person of the same age died, so as “not to hear of it.” This custom was previously interpreted as 

representing a sense of identity with people of the same age, but when you think about it, this is a folkloric custom 

whereby people put items of food in their ears to signify out of the ordinary circumstances. This practice suggests 

that ears were regarded as a receptacle for spells.

I next look at two tales related to ears, “Kikimimi”（聴耳） and “Osuke the Salmon”（鮭の大助）. “Kikimimi” is 

based on the belief that the voices of creatures other than people can be heard as intelligible sounds. It appears in 

Japanese folklore from the Middle Ages onwards, and is also linked with yin and yang beliefs. Osuke the Salmon 

is a tale for explaining the custom of avoiding hearing the voice of salmon climbing the river on specific dates. 

The emphasis in this tale is on knowing about the voice of the salmon but not listening to it. Analysis of these tales 

leads to the conclusion that the ear was seen as a symbol of the interface between man and the sounds of nature.

I also analyze regular annual events and beliefs regarding ears, including folktales about ear bells, the lids of 

the pots in Hell in relation to the summer Bon festival, Kan Kan roadside deities, the ear piercing of Daikoku the 

God of Wealth, the earless Biwa priest, and ear mounds. Analysis shows that under certain conditions, ears or 

sounds are thought to be able to serve as links to spirits or the supernatural world.

It goes without saying that ears are organs for hearing, but the image of ears that emerges from Japanese 

folklore is concerned not only with hearing, but also with the shape and changes in shape of ears. Looking ahead, 

I want to consider ears not only as symbols of hearing, but also pay attention to visual aspects, and attempt an 

integrated approach to bodily senses.

Keywords: ear plug, “Kikimimi（聴耳）”, “Osuke the Salmon（鮭の大助）”, annual events, ear bell, eye


