
﹇
論
文
要
旨
﹈

火
車
の
誕
生
　
　  

勝
田
至

　

近
代
の
民
俗
資
料
に
登
場
す
る
火
車
は
妖
怪
の
一
種
で
、
野
辺
送
り
の
空
に
現
れ
て
死
体
を
さ
ら

う
怪
物
で
あ
る
。
正
体
が
猫
と
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
貧
乏
寺
を
繁
昌
さ
せ
る
た
め
寺
の
飼
い
猫
が

和
尚
と
組
ん
で
一
芝
居
打
つ
「
猫
檀
家
」
の
昔
話
も
各
地
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

火
車
は
も
と
も
と
仏
教
で
悪
人
を
地
獄
に
連
れ
て
行
く
と
さ
れ
る
車
で
あ
っ
た
が
、
妖
怪
と
し

て
の
火
車
（
カ
シ
ャ
）
に
は
仏
教
色
が
薄
く
、
ま
た
奪
わ
れ
る
死
体
は
必
ず
し
も
悪
人
と
さ
れ
な

い
。
本
稿
の
前
半
で
は
仏
教
の
火
車
と
妖
怪
の
火
車
と
の
繋
が
り
を
中
世
史
料
を
用
い
て
明
ら
か
に

し
た
。
室
町
時
代
に
臨
終
の
火
車
が
「
外
部
化
」
し
て
雷
雨
が
堕
地
獄
の
表
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
十
六
世
紀
後
半
に
は
雷
が
死
体
を
さ
ら
う
と
い
う
話
が
出
現
す
る
。
そ
れ
と
と
も
に
戦
国
末
に

は
禅
宗
の
僧
が
火
車
を
退
治
す
る
話
も
流
布
し
始
め
た
。
葬
列
の
際
の
雷
雨
を
人
々
が
気
に
す
る
の

は
、
中
世
後
期
に
上
層
の
華
美
な
葬
列
が
多
く
の
見
物
人
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
関
係
が

あ
る
。

　

猫
が
火
車
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
十
七
世
紀
末
の
こ
ろ
と
見
ら
れ
る
。
近
世
に
は
猫
だ
け
で

は
な
く
、
狸
や
天
狗
、
魍
魎
な
ど
が
火
車
の
正
体
と
さ
れ
る
話
も
あ
り
、
仏
教
か
ら
離
れ
て
独
自
の

妖
怪
と
し
て
歩
み
始
め
る
。
悪
人
の
臨
終
に
現
れ
る
伝
統
的
な
火
車
の
説
話
も
近
世
ま
で
続
い
て
い

る
が
、
死
体
を
さ
ら
う
妖
怪
の
火
車
の
話
で
は
、
死
者
は
悪
人
と
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

人
を
地
獄
に
連
れ
て
行
く
火
車
の
性
格
が
残
っ
て
い
る
場
合
、
火
車
に
取
ら
れ
た
と
い
う
噂
が
そ
の

死
者
の
評
判
に
か
か
わ
る
と
い
う
問
題
な
ど
か
ら
、
次
第
に
獄
卒
的
な
性
格
を
薄
め
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
火
車
、
地
獄
、
猫
檀
家
、
葬
式
、
雷

は
じ
め
に

❶
中
世
の
火
車

❷
近
世
の
火
車

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

　

近
現
代
の
民
俗
資
料
に
見
え
る
火
車
は
妖
怪
の
一
種
で
、
葬
列
を
組
ん
で
墓
地
へ

向
か
う
野
辺
送
り
の
途
中
、
黒
雲
と
と
も
に
現
れ
て
死
体
を
さ
ら
う
魔
物
の
よ
う
に

思
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
が
登
場
す
る
昔
話
「
猫
檀
家
」
も
あ
る
が
、
ま

ず
昔
話
以
外
の
も
の
を
中
心
に
、
比
較
的
古
い
採
集
資
料
か
ら
い
く
つ
か
例
を
あ

げ
、
近
現
代
の
火
車
の
特
徴
を
み
て
み
よ
う
。

山
形
県
最
上
郡
最
上
町　
「
一
六
四　

カ
シ
ャ
の
怪　

い
つ
頃
の
昔
か
。
堺
田

の
弥
惣
治
家
の
婆
様
が
、
お
ま
い
り
（
死
去
）
し
て
、
い
よ
い
よ
出
棺
と
な
っ

た
。
朝
か
ら
の
上
天
気
が
昼
す
ぎ
に
変
り
出
し
て
、
墓
所
近
く
の
一
本
大
松
ま

で
来
る
と
、
天
に
わ
か
に
く
も
り
、
雷
鳴
が
し
て
風
雨
と
な
り
、
も
の
す
ご
い

嵐
と
な
っ
た
。
葬
送
の
者
た
ち
が
あ
わ
て
ふ
た
め
い
て
い
る
中
で
、
お
寺
様

は
、
こ
れ
は
何
か
魔
物
の
し
わ
ざ
に
相
違
な
い
と
、
棺
に
ま
た
が
り
経
文
を
と

な
え
続
け
て
い
る
と
、
そ
の
嵐
は
間
も
な
く
し
て
、
か
ら
り
と
晴
れ
た
。
や
れ

う
れ
し
や
と
、
棺
を
は
こ
ぶ
と
、
あ
ま
り
に
も
軽
い
の
で
、
フ
タ
を
と
っ
て
驚

い
た
。
中
は
も
ぬ
け
の
カ
ラ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
カ
シ
ャ
（
火
車
）
と
い
う

魔
物
で
、
そ
の
時
の
お
天
蓋
が
、
五
、六
十
里
離
れ
た
宮
城
県
の
あ
る
村
に
吹

き
飛
ば
さ
れ
て
落
ち
て
あ
っ
た
と
い
う
」

　
「
一
六
五　

古
猫
の
カ
シ
ャ　

死
人
を
さ
ら
う
カ
シ
ャ
と
は
、
正
体
は
年
古

く
な
っ
た
虎
猫
だ
そ
う
な
。
風
雨
を
よ
び
雲
に
の
っ
て
あ
る
く
が
、
天
か
ら
お

り
る
と
き
は
大
き
な
一
本
杉
や
松
の
木
を
つ
た
っ
て
来
る
と
い
う
。
昔
、
あ
る

高
僧
が
墓
地
で
、
い
ま
、
引み

ち導
を
ひ
こ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
に
わ
か
に
空

が
く
も
っ
て
低
く
な
り
、
雲
間
か
ら
カ
シ
ャ
が
手
を
の
ば
し
て
来
た
の
で
、
僧

は
経
文
を
と
な
え
続
け
て
、
カ
シ
ャ
の
手
を
打
ち
払
っ
て
い
た
。
だ
が
、
つ
い

に
は
疲
れ
て
声
が
細
く
な
る
と
、
棺
は
カ
ラ
と
な
り
、
天
が
晴
れ
上
っ
て
、
安

堵
し
た
も
の
の
、
さ
す
が
の
高
僧
も
坊
主
頭
を
爪
で
引
っ
掻
か
れ
て
血
だ
ら
け

と
な
り
、「
ト
ラ
ヤ
ァ
ト
ラ
ヤ
ァ
」
と
た
だ
一
心
に
猫
を
呼
ん
で
い
た
そ
う
な
）
1
（

」

福
島
県
南
会
津
郡
檜
枝
岐
村　
「
死
体
を
盗
み
に
く
る
カ
シ
ャ
と
よ
ば
れ
る
魔

物
が
い
る
と
信
じ
ら
れ
、
棺
を
運
ぶ
途
中
で
、
こ
れ
が
棺
に
と
っ
つ
く
の
で
棺

の
重
さ
が
軽
く
な
っ
た
り
重
く
な
っ
た
り
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
の
村
に
は
カ
シ
ャ
に
死
骸
を
盗
ま
れ
た
と
い
う
実
例
は
今
ま
で
に
な
か
っ

た
。
同
郡
田
島
町
の
方
で
は
実
例
が
あ
る
と
い
う
（
２
）」

群
馬
県　
「
刃
物
は
、
カ
シ
ャ
と
い
う
魔
物
を
よ
け
る
た
め
に
置
く
。
つ
ま
り

カ
シ
ャ
の
魂
が
仏
に
入
る
と
仏
が
立
っ
て
歩
く
の
で
（
吾
妻
郡
嬬
恋
村
）、
あ

る
い
は
カ
シ
ャ
が
死
人
を
と
り
に
来
る
の
で
（
勢
多
郡
粕
川
村
）、
そ
れ
を
防

ぐ
の
だ
と
い
う
。
こ
の
魔
物
が
死
者
を
飛
び
こ
え
る
と
死
者
が
息
を
吹
き
か
え

す
（
群
馬
郡
榛
名
町
、
山
田
郡
大
間
々
町
）。
生
き
返
っ
た
ら
箒
で
た
た
く
と

再
び
倒
れ
る
と
い
う
（
邑
楽
郡
大
泉
町
）。
出
棺
の
と
き
急
に
夕
立
が
降
る
と

カ
シ
ャ
が
死
者
を
さ
ら
い
に
来
た
と
い
う
。
カ
シ
ャ
は
死
人
の
に
お
い
が
好
き

で
、
険
し
い
山
の
裏
山
に
住
ん
で
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
（
利
根
郡
川
場
村

谷
地
）。
棺
が
急
に
軽
く
な
っ
た
の
で
中
を
見
た
ら
仏
が
消
え
て
い
た
こ
と
が

あ
っ
た
（
榛
名
町
）。
こ
の
よ
う
に
カ
シ
ャ
が
死
者
や
死
者
の
す
ん
で
い
る
部

屋
に
近
づ
く
こ
と
を
き
ら
う
の
で
あ
る
。
カ
シ
ャ
と
は
猫
の
化
物
の
こ
と
で
あ

る
が
、
動
物
の
猫
が
死
者
に
近
づ
く
こ
と
も
同
様
に
嫌
悪
さ
れ
る
）
3
（

」

愛
知
県
知
多
郡
南
知
多
町
日
間
賀
島　
「
死
人
の
上
に
箴
（
筬
カ
）を

上
げ
る
。
マ
ド
ウ

―
ク（
マ
マ
）シ
ャ
と
云
う
百
年
以
上
の
猫
―
が
と
り
に
来
る
の
で
、
目
の
多
い
も
の
を

上
げ
る
の
で
あ
る
）
4
（

」

徳
島
県
三
好
市
西
祖
谷
山
村
日
比
原　
「
ク
ワ
シ
ャ
―
葬
式
の
時
雷
が
な
る
と

ク
ワ
シ
ャ
が
来
た
と
云
う
。
ク
ワ
シ
ャ
は
猫
だ
と
云
う
人
あ
り
、
猫
死
人
に
近
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よ
る
事
を
き
ら
わ
れ
て
い
る
（
前
述
）。
野
辺
送
り
の
途
中
で
来
た
時
は
坊
さ

ん
の
七
丈
を
棺
に
か
け
れ
ば
防
げ
る
。「
お
前
が
死
ぬ
時
は
ク
ワ
シ
ャ
が
来
る

わ
」
と
云
っ
て
人
を
罵
る
事
が
あ
る
（
日
比
原
）
5
（

）」

　

こ
れ
ら
の
例
で
は
カ
シ
ャ
は
猫
の
よ
う
な
怪
物
で
、
葬
列
の
最
中
や
墓
場
で
の
引

導
の
と
き
に
死
体
を
奪
う
の
で
棺
が
軽
く
な
る
と
い
う
。
ま
た
こ
の
と
き
雷
や
黒
雲

が
現
れ
る
。
山
形
県
最
上
町
の
二
番
目
の
例
は
「
猫
檀
家
」
の
一
種
で
あ
る
。
群
馬

県
、
愛
知
県
日
間
賀
島
、
徳
島
県
祖
谷
山
の
例
の
よ
う
に
、
安
置
し
た
遺
体
を
猫
が

飛
び
こ
え
る
と
動
き
出
す
と
い
う
俗
信
を
背
景
に
遺
体
の
上
に
刃
物
な
ど
を
置
い
て

魔
除
け
と
す
る
民
俗
の
説
明
と
し
て
も
カ
シ
ャ
が
登
場
す
る
。

　

カ
シ
ャ
は
火
車
で
、
本
来
は
地
獄
に
落
ち
る
人
を
連
れ
て
行
く
火
の
車
で
あ
っ

た
。
各
時
代
の
史
料
に
そ
の
例
が
多
い
。
右
の
民
俗
例
で
も
徳
島
県
祖
谷
山
の
罵
り

の
言
葉
に
は
地
獄
落
ち
と
結
び
つ
い
て
い
た
名
残
り
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
示
し

た
よ
う
に
多
く
の
事
例
で
は
妖
怪
の
カ
シ
ャ
は
地
獄
と
は
に
わ
か
に
結
び
つ
か
な
い

ほ
ど
変
容
し
て
い
る
。
地
獄
へ
の
車
か
ら
死
体
を
さ
ら
う
魔
物
ま
で
は
か
な
り
の
距

離
が
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
カ
シ
ャ
が
火
車
で
あ
る
こ
と
は
認
識
さ
れ
て

い
て
も
、
死
に
ゆ
く
人
の
目
に
し
か
見
え
な
い
火
の
車
と
死
体
を
さ
ら
う
妖
怪
と
の

落
差
を
埋
め
て
、
そ
の
変
遷
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
中
世
史
料
を
検
討
す
る
と
、
地
獄
へ
ゆ
く
火
車
か
ら
死
体
を
さ
ら

う
火
車
へ
と
変
遷
し
て
い
く
よ
う
す
が
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
段
階

が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
ま
ず
死
ぬ
人
の
目
に
だ
け
見
え
る
火
車

が
第
三
者
に
も
わ
か
る
「
客
観
的
」
存
在
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
地
獄

へ
は
死
者
の
霊
だ
け
が
行
け
ば
よ
い
の
に
、
そ
の
死
体
を
奪
う
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た

こ
の
火
車
に
ど
の
よ
う
に
し
て
猫
が
結
び
つ
い
た
の
か
、
な
ど
で
あ
る
。
以
下
順
を

追
っ
て
こ
れ
ら
の
段
階
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

❶
中
世
の
火
車

　

１　

臨
終
の
火
車

　

地
獄
の
迎
え
と
し
て
の
火
車
は
中
国
仏
教
の
著
述
に
も
見
え
る
。『
大
智
度
論
』

巻
十
四
に
は
、
仏
の
足
指
を
傷
つ
け
る
な
ど
し
た
提
婆
達
多
が
ま
だ
王
舎
城
に
着
か

な
い
う
ち
に
「
地
自
然
破
裂
。
火
車
来
迎
。
生
入
地
獄
」
と
あ
り
、
火
車
が
迎
え
に

来
て
生
き
な
が
ら
地
獄
に
落
ち
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
天
台
宗
の
開
祖
智
顗
は
剡せ
ん
と
う東

の

石
城
寺
に
赴
き
、
こ
こ
で
死
ぬ
だ
ろ
う
と
弟
子
に
言
っ
て
讃
を
作
っ
た
。
そ
れ
に
は

「
火
車
相
現
。
一
念
改
悔
者
。
尚
得
往
生
」
の
文
が
あ
っ
た
（『
浄
土
聖
賢
録
』
巻

二
、
智
顗
）。

　

平
安
時
代
の
往
生
伝
や
説
話
集
に
は
こ
の
智
顗
の
讃
の
よ
う
に
臨
終
の
人
の
目
に

火
車
が
来
る
の
が
見
え
た
が
、
念
仏
を
唱
え
る
な
ど
す
る
と
火
車
は
去
っ
て
極
楽
の

迎
え
が
来
た
と
い
う
話
が
多
い
。
十
世
紀
末
の
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
第
十
九
話

で
は
、
延
暦
寺
の
僧
明
靖
が
病
に
な
っ
て
弟
子
の
僧
を
呼
び
、
地
獄
の
火
が
遠
く
に

見
え
る
か
ら
念
仏
三
昧
を
修
す
べ
し
と
言
い
、
僧
を
枕
元
に
招
い
て
仏
号
を
唱
え
さ

せ
る
と
、
火
は
消
え
て
西
方
の
月
が
照
ら
す
の
が
見
え
た
と
い
う
。
十
二
世
紀
前
半

の
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
五
第
四
話
で
は
、
薬
師
寺
の
済
源
僧
都
が
臨
終
に
起
き
上

が
っ
て
弟
子
を
呼
び
、
火
の
車
が
や
っ
て
き
た
、
自
分
に
何
の
罪
が
あ
っ
た
の
か
と

尋
ね
る
と
、
先
年
こ
の
寺
の
米
を
五
斗
借
り
て
返
さ
な
い
罪
だ
と
鬼
が
言
っ
た
、
す

ぐ
一
石
の
米
を
寺
に
や
っ
て
く
れ
と
言
っ
た
。
弟
子
が
そ
う
す
る
と
火
の
車
は
去
っ

て
極
楽
の
迎
え
が
来
た
と
い
う
。『
日
本
往
生
極
楽
記
』
第
九
話
に
も
済
源
の
往
生

説
話
が
あ
り
、
臨
終
に
米
を
返
さ
せ
た
こ
と
を
記
す
が
、
火
の
車
を
見
た
と
は
書
か

れ
て
い
な
い
。

　

鎌
倉
初
期
の
鴨
長
明
『
発
心
集
』
巻
四
第
七
話
で
は
、
あ
る
宮
腹
の
女
房
が
病
に

な
っ
て
善
知
識
を
呼
ん
だ
。
僧
が
念
仏
を
勧
め
る
と
女
房
は
真
っ
青
に
な
り
、
恐
ろ
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し
げ
な
者
が
火
の
車
を
引
い
て
き
た
と
い
う
。
僧
が
本
願
を
信
じ
て
名
号
を
唱
え
る

よ
う
言
う
と
、
玉
の
車
に
天
女
が
乗
っ
て
迎
え
に
来
た
と
言
っ
た
。
し
か
し
僧
は
そ

れ
に
も
つ
い
て
行
く
な
と
命
じ
、
女
房
は
玉
の
車
も
去
っ
て
何
も
見
え
な
く
な
っ
た

と
き
、
念
仏
を
唱
え
て
息
絶
え
た
と
い
う
。
火
の
車
や
玉
の
車
は
魔
の
は
か
り
ご
と

だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
芥
川
龍
之
介
は
『
六
の
宮
の
姫
君
』
で
こ
の
話
を
使
い
、
姫

君
は
結
局
浮
か
ば
れ
な
か
っ
た
と
し
た
。

　

平
康
頼
の
『
宝
物
集
』
巻
七
で
は
、
一
生
の
間
仏
法
を
信
じ
ず
罪
を
作
っ
た
人
が

臨
終
に
な
っ
て
初
め
て
僧
を
呼
び
、
火
の
車
が
見
え
た
と
言
っ
て
悲
し
ん
だ
と
し
て

「『
火
車
自
然
去
、
蓮
台
即
来
迎
』
と
と
く
は
是
也
。
こ
ま
か
に
は
法
鼓
経
に
ぞ
申
た

る
」
と
評
す
る
が
、
こ
の
出
典
は
不
明
確
で
、
唐
の
道
綽
撰
『
安
楽
集
』
が
「
依
法

鼓
経
云
。
若
人
臨
終
之
時
不
能
作
念
。
但
知
彼
方
有
仏
。
作
往
生
意
。
亦
得
往
生
」

と
す
る
の
が
元
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
）
6
（

。
た
だ
こ
の
文
に
は
火
車
は
見
え
な
い
の

で
、
日
本
で
の
説
話
形
成
の
過
程
で
当
時
の
火
車
の
通
念
が
入
り
込
み
、
誤
っ
た
引

用
文
が
作
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

鎌
倉
時
代
の
説
話
に
は
、
他
人
を
地
獄
に
連
れ
て
行
く
者
を
夢
に
見
た
話
が
あ

る
。『
古
事
談
』
巻
四
第
二
十
一
話
に
よ
る
と
、
武
勇
で
知
ら
れ
た
源
義
家
に
は
懺

悔
の
心
が
な
く
悪
趣
に
落
ち
た
と
い
う
。
病
悩
の
時
に
家
の
向
か
い
に
住
む
女
房
が

夢
で
、
地
獄
絵
に
描
い
た
よ
う
な
鬼
形
の
者
が
大
勢
義
家
の
家
に
乱
入
し
、
家
主
を

捕
ら
え
大
き
な
札
を
先
頭
に
し
て
引
っ
立
て
て
い
く
の
を
見
た
。
そ
の
札
に
は
「
無

間
地
獄
之
罪
人
源
義
家
」
と
書
い
て
あ
っ
た
。
翌
朝
義
家
の
様
子
を
尋
ね
る
と
、
こ

の
暁
に
逝
去
し
た
と
言
わ
れ
た
と
い
う
。

　

源
義
家
の
話
で
は
獄
卒
だ
け
で
車
は
見
え
な
い
が
、『
平
家
物
語
』
巻
六
「
入
道

逝
去
の
事
」
で
は
、
平
清
盛
が
死
ぬ
前
に
妻
の
八
条
の
二
位
殿
（
平
時
子
）
が
夢

に
、
猛
火
が
燃
え
る
無
人
の
車
を
牛
頭
馬
頭
が
曳
い
て
門
内
に
入
る
の
を
見
た
。
車

の
前
に
は
「
無
」
と
書
い
た
鉄
の
札
が
立
て
ら
れ
て
い
た
。
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
尋

ね
る
と
、
閻
魔
王
宮
か
ら
の
使
い
だ
、
大
仏
を
焼
い
た
罰
で
無
間
（
無
間
地
獄
）
の

底
に
沈
め
る
と
沙
汰
が
あ
っ
た
、
札
の
文
字
は
無
間
の
無
だ
と
言
っ
た
と
い
う
。
延

慶
本
（
第
三
本
、
太
政
入
道
他
界
事
）
で
は
清
盛
に
仕
え
た
女
房
が
見
た
夢
と
し
、

ま
た
こ
の
車
は
「
火
車
」
で
あ
る
と
鬼
神
が
言
っ
て
い
る
。

　

南
北
朝
時
代
の
『
太
平
記
』
巻
三
十
三
「
新
田
左
兵
衛
佐
義
興
自
害
事
」
に
よ
る

と
、
初
代
鎌
倉
公
方
足
利
基
氏
を
輔
佐
す
る
関
東
管
領
畠
山
国
清
が
夢
を
見
た
。
黒

雲
の
上
に
太
鼓
を
叩
い
て
鬨
の
声
を
上
げ
る
よ
う
な
音
が
し
て
、
武
蔵
の
矢
口
の
渡

で
謀
殺
さ
れ
た
新
田
義
興
が
二
丈
ば
か
り
の
鬼
に
な
っ
て
牛
頭
馬
頭
な
ど
を
従
え
、

火
車
を
引
い
て
足
利
基
氏
の
陣
中
に
入
る
と
見
た
。
目
覚
め
て
夢
の
こ
と
を
語
る
か

語
ら
ぬ
う
ち
に
雷
火
が
起
こ
っ
て
入
間
川
の
在
家
三
百
宇
と
堂
舎
仏
閣
十
か
所
が
灰

燼
に
な
り
、
そ
の
後
も
矢
口
の
渡
に
は
毎
晩
光
り
物
が
出
た
の
で
、
近
隣
の
人
々
が

社
を
建
て
て
義
興
を
新
田
大
明
神
と
祝
っ
た
と
い
う
。
こ
の
話
で
は
火
車
の
ほ
か
雷

火
と
い
う
後
の
火
車
説
話
に
よ
く
あ
る
設
定
も
登
場
し
て
い
る
。
た
だ
新
田
義
興
の

謀
殺
は
延
文
三
年
（
一
三
五
八
）、
足
利
基
氏
は
貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
に
没
し

て
い
る
の
で
、
義
興
が
引
い
た
火
車
は
す
ぐ
に
基
氏
を
連
れ
て
行
っ
た
わ
け
で
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。

　

平
清
盛
が
死
ぬ
と
き
高
熱
を
発
し
て
看
病
の
者
も
近
く
に
寄
れ
ず
、
水
風
呂
に
入

れ
て
も
沸
騰
し
た
と
い
う
『
平
家
物
語
』
巻
六
「
入
道
逝
去
の
事
」
の
記
事
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が
、
鎌
倉
の
執
権
北
条
泰
時
が
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
に
死
ん
だ

と
き
も
清
盛
の
よ
う
に
熱
気
が
責
め
て
蒸
す
よ
う
だ
っ
た
と
い
う
。
冥
火
が
燃
え
た

た
め
だ
ろ
う
か
、
人
が
近
く
に
お
れ
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
伝
聞
を
京
都
の
貴
族

は
記
し
、「
極
重
悪
人
之
故
歟
、
可
憐
々
々
」
と
評
し
て
い
る
（『
民
経
記
』
仁
治
三

年
六
月
二
十
六
日
条
）。
泰
時
は
今
日
で
は
鎌
倉
幕
府
の
名
執
権
と
さ
れ
て
い
る
が
、

承
久
の
乱
の
と
き
の
京
都
攻
め
の
総
大
将
で
も
あ
る
の
で
貴
族
の
心
証
は
よ
く
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
例
で
は
火
車
と
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
臨
終
の
人
を

迎
え
に
き
た
冥
火
が
傍
に
い
る
第
三
者
に
も
感
知
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
点
は
注
意

を
要
す
る
。
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雷
の
火
車

　

平
清
盛
や
北
条
泰
時
の
臨
終
説
話
で
は
地
獄
の
火
が
看
病
す
る
人
々
に
も
熱
気
と

し
て
感
じ
ら
れ
る
と
す
る
描
写
が
見
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
、
極
楽
往

生
の
さ
い
の
聖
衆
の
来
迎
が
第
三
者
に
も
「
奇
瑞
」
と
し
て
感
知
で
き
る
と
古
く
か

ら
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
往
生
伝
に
載
せ
ら

れ
た
往
生
人
の
多
く
は
、
紫
雲
が
部
屋
に
入
る
、
香
気
が
漂
う
、
微
妙
な
音
楽
が
聞

こ
え
る
な
ど
の
奇
瑞
を
傍
の
人
に
も
感
知
さ
せ
な
が
ら
入
滅
し
、
そ
れ
が
第
三
者
に

と
っ
て
往
生
の
証
拠
と
さ
れ
て
い
た
。
臨
終
の
熱
気
は
い
わ
ば
奇
瑞
の
地
獄
版
で
あ

る
。

　

南
北
朝
期
の
『
太
平
記
』
の
新
田
義
興
説
話
で
は
激
し
い
雷
で
村
や
寺
院
が
焼
失

し
た
が
、
こ
れ
は
火
車
が
雷
を
落
と
し
た
と
い
う
よ
り
義
興
の
怨
霊
と
し
て
の
活
動

を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
十
五
世
紀
に
な
る
と
、
現
実
の
落
雷
や
雷
雨

が
火
車
の
し
る
し
だ
と
い
う
解
釈
が
古
記
録
に
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

伏
見
宮
貞
成
親
王
の
『
看
聞
日
記
』（
看
聞
御
記
）
応
永
二
十
八
年
（
一
四
二
一
）

二
月
三
十
日
条
に
は
次
の
記
述
が
あ
る
。

卅
日
。
雨
降
。（
略
）
抑
後
聞
。
今
夜
石
井
村
黒
雲
聳
。
其
辺
火
炎
燃
出
云
々
。

人
々
見
之
。
御
香
宮
巫
女
家
辺
云
々
。
此
一
村
病
者
多
之
。
若
火
車
来
歟
。
又

火
柱
歟
。
何
様
ニ
も
不
思
儀
也
。
不
審
々
々
。

　

こ
の
夜
、
伏
見
九
郷
の
一
つ
で
現
在
の
御
香
宮
神
社
付
近
の
石
井
村
に
黒
雲
が
そ

び
え
、
そ
の
あ
た
り
に
火
炎
が
燃
え
出
た
の
を
人
々
が
見
た
。
火
炎
は
御
香
宮
の
巫

女
の
家
の
あ
た
り
だ
っ
た
。
こ
の
村
に
は
病
者
が
多
い
。
も
し
か
す
る
と
火
車
が
来

た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
は
火
柱
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
不
思
議
で
あ
る
と
書

い
て
い
る
。
村
の
病
者
に
つ
い
て
は
、
少
し
前
の
二
月
十
八
日
条
に
こ
の
春
は
疫
病

が
大
流
行
し
て
万
人
が
死
ん
だ
の
で
天
龍
寺
や
相
国
寺
が
施
行
し
た
と
あ
る
の
で
、

石
井
村
に
は
疫
病
に
罹
っ
た
人
が
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
火
車
と
火
柱
と
が
区
別
さ

れ
て
い
る
の
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
現
象
と
し
て
は
黒
雲
の
記
述
も
あ
る
こ
と
か

ら
落
雷
で
火
柱
が
上
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
聞
い
て
「
火
車
か
」
と
書
い
て

い
る
の
は
、
病
人
が
悪
人
で
あ
っ
た
た
め
火
車
の
迎
え
が
来
た
こ
と
が
第
三
者
に
も

わ
か
る
形
で
現
れ
た
の
が
火
炎
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な

い
か
。

　

後
世
の
火
車
説
話
を
念
頭
に
お
い
て
考
え
る
と
、
こ
の
記
述
の
火
車
は
死
体
を
取

り
に
来
た
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
史
料
の
文
面
か
ら
そ
こ
ま
で
解
釈
す
る

の
は
深
読
み
に
過
ぎ
る
よ
う
で
あ
る
。
葬
送
の
と
き
の
こ
と
だ
と
い
う
記
述
は
な
い

の
で
、
死
亡
時
の
火
車
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
代
に
は
火
車
に
よ
る
死
体
消
失
と

い
う
モ
チ
ー
フ
は
ま
だ
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

御
香
宮
の
巫
女
の
家
付
近
に
立
っ
た
火
柱
が
臨
終
の
人
を
迎
え
に
来
た
火
車
だ
と

す
る
と
、
火
車
は
死
に
ゆ
く
人
の
主
観
の
み
に
現
れ
る
存
在
か
ら
踏
み
出
し
て
「
外

部
化
」
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
は
、

葬
儀
の
さ
い
の
天
候
を
人
々
が
気
に
し
て
、
も
し
雷
雨
で
も
あ
る
と
死
者
が
悪
人

だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
噂
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
奈
良
の
興
福
寺
大
乗
院
門
跡

の
日
記
『
経
覚
私
要
鈔
』
宝
徳
四
年
（
一
四
五
二
）
四
月
十
一
日
条
に
は

一
清
覚
得
業
観
順
房
、
今
日
葬
礼
也
、
大
雨
大
風
時
分
云
々
、
於
清
覚
者
、

如
法
雖
穏
便
者
也
、
依
舎
兄
光
宣
律
師
悪
逆
無
道
、
一
家
者
共
如
此
歟
、

不
便
〳
〵
、」

と
あ
る
。
清
覚
と
い
う
僧
の
葬
儀
で
大
雨
大
風
が
あ
っ
た
が
、
清
覚
は
穏
便
な
人
物

だ
っ
た
の
に
舎
兄
の
光
宣
律
師
が
悪
逆
無
道
で
あ
る
た
め
に
、
同
じ
家
の
者
も
こ
の

よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
気
の
毒
な
こ
と
だ
と
書
い
て
い
る
。「
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
」

と
い
う
の
は
大
雨
大
風
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
が
兄
の
悪
逆
無
道
と
結
び
つ
け
ら
れ
て

い
る
の
は
、
清
覚
も
地
獄
に
落
ち
、
そ
れ
が
大
雨
大
風
に
な
っ
て
現
象
し
た
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

文
明
五
年
（
一
四
七
三
）、
六
月
二
十
二
日
、
応
仁
・
文
明
の
乱
の
東
軍
の
総
帥

細
川
勝
元
の
葬
礼
が
悲
田
院
内
の
地
蔵
院
で
行
わ
れ
た
。
甘
露
寺
親
長
は
日
記
に

「
雨
下
、
雷
一
声
」
と
記
し
た
後
に
勝
元
の
葬
儀
を
記
し
、
敵
の
山
名
入
道
（
宗
全
）
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が
三
月
十
八
日
に
死
去
し
た
と
き
雷
鳴
が
し
て
雨
が
降
っ
た
。
今
度
の
葬
礼
で
も
そ

う
だ
、
不
思
議
だ
と
書
い
た
（『
親
長
卿
記
』
文
明
五
年
六
月
二
十
二
日
条
）。
親
長

は
葬
儀
に
参
列
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
日
雷
雨
が
あ
っ
た
こ
と
を
同
日
の
細

川
勝
元
の
葬
儀
に
結
び
つ
け
て
考
え
て
お
り
、
山
名
宗
全
の
死
亡
時
の
雷
雨
も
思
い

出
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
死
亡
時
や
葬
礼
時
の
雷
雨
は
葬
儀
の
当

事
者
で
な
く
て
も
気
に
な
り
、
記
憶
に
残
る
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
。
経
覚
が
暗
に

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
堕
地
獄
の
表
象
と
思
わ
れ
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な

い
。

　

十
六
世
紀
に
な
っ
て
も
葬
儀
の
と
き
の
雷
雨
と
堕
地
獄
を
結
び
つ
け
る
感
覚
は
続

い
て
お
り
、
奈
良
の
興
福
寺
多
聞
院
の
英
俊
が
書
い
た
『
多
聞
院
日
記
』
に
多
く
見

ら
れ
る
。
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
）
五
月
三
日
条
に
よ
る
と
、
春
日
社
奥
殿
の
下

人
太
郎
と
い
う
者
が
去
年
か
ら
血
を
吐
く
よ
う
に
な
り
、
こ
の
前
日
に
死
ん
だ
。
太

郎
は
淫
欲
が
盛
ん
で
、
病
に
な
っ
て
か
ら
神
主
が
夫
婦
を
別
居
さ
せ
た
が
、
太
郎
の

宿
か
ら
妻
の
家
へ
毎
晩
猛
火
が
通
う
と
い
う
怪
事
が
あ
り
、
許
可
し
て
二
人
を
同
居

さ
せ
た
と
こ
ろ
血
を
吐
い
て
死
ん
だ
と
い
う
。
こ
の
日
は
宗
円
房
と
い
う
僧
の
葬
儀

も
正
午
に
あ
り
、
そ
の
と
き
は
晴
れ
て
い
た
が
、
終
わ
っ
て
太
郎
の
葬
儀
に
な
る
と

雷
電
が
し
て
大
雨
が
降
り
、
雹
ま
で
降
っ
た
と
い
う
。
英
俊
は
「
造
悪
令
然
事
可
衆

多
ナ
ル
、
浅あ
さ
ま
し猿
々
々
」
造
悪
が
多
か
っ
た
た
め
だ
ろ
う
、
あ
さ
ま
し
い
と
書
い
て
い

る
。

　

天
文
十
九
年
（
一
五
五
〇
）
閏
五
月
五
日
に
は
奈
良
で
八
ツ
時
過
ぎ
に
雷
電
が
お

び
た
だ
し
く
、
大
雨
と
霰
が
降
っ
た
。
七
、八
十
歳
に
な
る
者
も
記
憶
に
な
い
ほ
ど

だ
っ
た
と
い
う
。
あ
る
人
が
堀
池
の
内
の
高
の
林
と
い
う
者
の
葬
儀
の
最
中
だ
っ
た

と
言
っ
た
の
で
「
彼
仁
ハ
関
取
ニ
テ
ア
リ
シ
、
一
生
人
ヲ
悩
せ
し
故
歟
、
浅
猿
々
々
」

と
多
聞
院
英
俊
は
書
い
て
い
る
。「
関
取
」
は
関
所
を
持
っ
て
い
て
関
銭
を
収
入
に

し
て
い
た
と
い
う
意
味
か
と
思
う
。
こ
の
例
で
も
ま
ず
雷
雨
や
霰
が
あ
っ
て
驚
く
と

い
う
経
験
が
先
に
あ
り
、
そ
の
「
原
因
」
と
し
て
当
日
に
行
わ
れ
た
悪
人
の
葬
儀
が

当
て
は
め
ら
れ
て
い
る
。

　

天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
七
月
五
日
条
で
は
、
昨
日
の
大
雨
は
産
で
煩
っ
て
死
ん

だ
下
御
門
の
カ
ウ
シ
ヤ
（
麹
屋
か
）
の
女
の
葬
送
の
時
分
だ
っ
た
、「
大
地
獄
ノ
先

相
、
浅
猿
々
々
」
と
記
す
。
産
死
し
た
女
も
血
の
池
地
獄
に
落
ち
る
と
さ
れ
た
時
代

だ
っ
た
が
、「
大
地
獄
」
と
あ
る
の
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
女
の
職
業
な
ど
も
勘
案
し

て
の
評
価
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
後
述
す
る
が
近
世
で
は
商
売
の
不
正
が
火
車
に
取

ら
れ
る
原
因
と
な
っ
た
と
す
る
話
が
多
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
大
雨
が
地
獄
に
落
ち

た
こ
と
の
証
拠
と
み
ら
れ
て
い
る
。
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
三
月
二
十
三
日
条

で
は
、
京
都
の
聖
護
院
の
奉
行
慶
忠
と
い
う
者
が
頓
死
し
た
が
、
葬
儀
の
と
き
雷
電

大
雨
が
激
し
か
っ
た
。「
一
段
大
堅
貪
重
欲
ノ
仁
也
シ
、
噺
云
々
」
と
英
俊
は
記
す
。

こ
こ
で
も
雷
電
大
雨
と
「
大
慳
貪
重
欲
」
が
何
の
疑
い
も
な
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
お

り
、
言
外
に
地
獄
に
落
ち
た
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
例
で
は
葬
送
の
さ
い
の
雷
雨
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
堕
地

獄
の
表
象
と
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
「
火
車
」
と
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。『
看
聞

日
記
』
の
火
炎
は
「
火
車
か
」
と
言
わ
れ
た
が
、
こ
れ
は
臨
終
時
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
中
世
の
臨
終
の
人
の
目
に
見
え
る
火
車
は
当
然
な
が
ら
死
ぬ
と
き
に
現
れ
る
の
に

対
し
て
、
中
世
後
期
の
雷
雨
は
か
な
り
遅
れ
て
野
辺
送
り
に
出
現
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
雷
雨
が
「
火
車
」
と
呼
ば
れ
な
い
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
、
雷
が
地
獄
に
落
ち
る

者
を
衆
人
に
示
す
よ
う
な
意
志
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

雷
は
本
来
的
に
地
獄
と
結
び
つ
い
た
存
在
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
や

は
り
火
車
の
イ
メ
ー
ジ
が
背
後
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

中
世
前
期
の
葬
列
は
人
目
を
避
け
る
よ
う
に
夜
に
行
わ
れ
、
京
都
の
場
合
は
京
か

ら
い
っ
た
ん
郊
外
の
安
置
所
に
運
ぶ
と
き
は
葬
列
で
は
な
く
平
生
の
行
列
の
よ
う
に

す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
葬
列
の
飾
り
つ
け
も
発
達
し
て
い
な
い
）
7
（

。
こ
れ
に
対
し
て

中
世
後
期
に
は
武
士
の
葬
儀
が
昼
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
多
く
は
禅

宗
に
よ
る
葬
儀
の
豪
華
さ
が
競
わ
れ
、
龕
、
幡
、
天
蓋
な
ど
の
葬
具
が
発
達
し
、
ま

た
多
く
の
見
物
人
が
集
ま
っ
た
）
8
（

。
梅
雨
時
の
よ
う
に
雨
が
降
り
続
い
て
い
れ
ば
葬
列

も
蓑
笠
な
ど
の
準
備
を
し
て
行
っ
た
だ
ろ
う
が
、
葬
列
が
出
発
し
た
と
き
は
晴
れ
て
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い
た
の
に
途
中
で
雷
雨
に
遭
っ
た
ら
見
栄
を
張
っ
た
豪
華
な
葬
列
も
乱
れ
て
し
ま

う
。
堕
地
獄
の
表
象
と
し
て
の
雷
雨
が
臨
終
時
で
は
な
く
葬
送
の
途
中
で
出
現
す
る

よ
う
に
な
る
の
は
こ
れ
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
有
力
者
の
野
辺
送
り
が
人
に
見
せ
る
こ

と
を
意
識
し
た
重
要
な
儀
式
に
な
る
と
、
そ
れ
を
乱
す
雷
雨
が
遺
族
か
ら
も
見
物
人

か
ら
も
心
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
も
し
雷
雨
が
あ
る
と
何
か
死
者
に
よ
く
な
い
事

情
が
あ
っ
た
、
つ
ま
り
地
獄
に
落
ち
た
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

民
俗
例
で
は
青
森
県
上
北
郡
野
辺
地
町
で
「
こ
の
日
（
葬
式
の
日
―
引
用
者
）
天
気

が
良
い
と
良
い
往
生
だ
と
い
う
。
雷
で
も
な
る
と
遺
族
が
ひ
ど
く
気
に
や
む
）
9
（

」
と

い
っ
た
。
ひ
ど
く
気
に
病
む
の
は
雷
が
堕
地
獄
の
表
象
で
あ
る
と
い
う
感
覚
が
後
の

火
車
伝
承
と
結
び
つ
い
て
近
代
ま
で
残
っ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
第
三
者
の
側
で
は
生
前
に
悪
人
と
言
わ
れ
た
よ
う
な
人
に
対
し
て
は
雷
雨

で
野
辺
送
り
が
混
乱
す
る
の
を
望
む
心
情
さ
え
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
さ
ら
に

葬
儀
で
雷
雨
が
あ
っ
た
場
合
、
生
前
の
人
と
な
り
に
か
か
わ
ら
ず
実
は
悪
人
で
地
獄

に
落
ち
た
証
拠
だ
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。『
経
覚
私
要
鈔
』
の
清

覚
得
業
は
穏
便
な
人
物
だ
っ
た
の
に
、
葬
送
の
と
き
大
雨
大
風
だ
っ
た
ば
か
り
に
兄

の
悪
業
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
地
獄
に
落
ち
た
と
思
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
多
聞
院
英
俊

が
書
い
た
い
く
つ
か
の
例
の
死
者
も
、
本
当
に
生
前
に
世
人
か
ら
悪
人
と
思
わ
れ
て

い
た
人
ば
か
り
だ
っ
た
か
ど
う
か
。

　

最
上
孝
敬
は
カ
ラ
ダ
ビ
（
空
荼
毘
。
遺
体
は
早
く
密
葬
し
て
そ
の
後
に
盛
大
な
葬

儀
を
す
る
こ
と
）
を
カ
ラ
ダ
メ
と
い
う
千
葉
県
匝
瑳
市
（
旧
匝
瑳
郡
野
栄
町
）
堀
川

で
調
査
を
し
た
が
、
カ
ラ
ダ
メ
の
由
来
に
つ
い
て
「
同
地
で
は
華
々
し
い
葬
儀
の
途

中
一
天
に
わ
か
に
か
き
く
も
っ
て
疾
風
が
お
こ
り
、
火
車
が
現
れ
て
棺
内
の
遺
体
が

さ
ら
わ
れ
た
と
い
う
さ
る
旧
家
に
か
か
わ
る
伝
説
を
説
く
の
で
、
同
家
に
対
す
る
配

慮
か
ら
か
、
こ
の
特
異
な
習
俗
の
か
つ
て
の
存
在
を
説
く
こ
と
を
好
ま
な
い
様
子
が

う
か
が
え
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
）
10
（

。
一
方
、
同
県
香
取
市
（
旧
香
取
郡
小
見

川
町
）
木き
の

内う
ち

で
も
カ
ラ
ダ
ビ
が
あ
り
、
こ
の
由
来
と
し
て
「
木
内
の
北
方
す
こ
し
は

な
れ
た
所
に
あ
る
上
小
堀
部
落
の
あ
る
家
で
、
通
常
の
葬
儀
で
墓
地
へ
む
か
う
途
中

一
天
に
わ
か
に
か
き
く
も
っ
て
激
し
い
雷
鳴
が
と
ど
ろ
き
、
遂
に
落
雷
を
み
た
が
、

そ
れ
よ
り
一
瞬
早
く
側
に
い
た
僧
が
麻
の
衣
を
棺
の
上
へ
投
げ
か
け
た
の
で
仏
は
無

事
で
あ
っ
た
と
い
う
話
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
カ
ラ
ダ
ビ
に
つ
い
て

の
話
を
憚
る
様
子
は
な
か
っ
た
と
い
う
）
11
（

。
つ
ま
り
火
車
（
な
い
し
そ
れ
に
類
す
る
も

の
）
に
死
体
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
恥
辱
で
あ
り
、
死
者
が
善
人
だ
っ
た
か
悪
人
だ
っ

た
か
の
評
価
に
も
か
か
わ
る
た
め
、
そ
の
実
例
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
も
地
域
内
で
秘

か
に
話
さ
れ
る
た
ぐ
い
の
物
語
に
な
る
の
に
対
し
て
、
僧
の
活
躍
で
そ
れ
を
退
け
た

と
さ
れ
る
場
合
は
そ
の
よ
う
な
不
名
誉
は
被
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
僧

が
活
躍
す
る
火
車
退
治
の
物
語
が
近
世
に
盛
行
す
る
理
由
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
少
し

先
回
り
し
す
ぎ
た
の
で
再
び
中
世
史
料
に
戻
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

天
正
年
間
（
一
五
七
三
〜
九
二
）
に
な
る
と
、
雷
が
死
体
を
摑
み
去
る
と
い
う
噂

が
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
も
奈
良
の
『
多
聞
院
日
記
』
天
正
十
一
年

（
一
五
八
三
）
六
月
十
六
日
・
十
七
日
条
に
は
、

十
六
日
、
夜
前
大
雨
下
了
、（
略
）

一
及
晩
大
雷
鳴
消
肝
了
、
近
年
不
覚
事
也
、
大
雨
下
了
、（
略
）

十
七
日
、（
略
）

一
昨
夕
ノ
大
雷
神
杉
谷
ノ
枯
タ
ル
大
杉
ヘ
落
テ
、
一
夜
焼
、
今
朝
ナ
ラ
ヨ
リ
見

付
テ
各
出
逢
、
則
ソ
マ
出
テ
切
倒
了
、
大
凶
事
々
々
、
南
里
ニ
伊
賀
ノ
人
死
タ

ル
ヲ
ツ
カ
ミ
取
テ
上
了
ト
、

と
あ
り
、
十
六
日
の
大
雨
と
雷
に
つ
い
て
翌
日
に
「
大
雷
神
」
が
杉
谷
の
枯
れ
た
杉

に
落
ち
て
一
晩
中
燃
え
た
。
今
日
奈
良
か
ら
行
っ
て
見
つ
け
、
杣
が
伐
り
倒
し
た

が
、
こ
の
雷
雨
の
と
き
南
里
で
伊
賀
の
人
が
死
ん
だ
の
を
（
雷
神
が
）
摑
み
取
っ
て

上
が
っ
た
と
い
う
話
を
書
き
留
め
て
い
る
。
た
だ
こ
の
書
き
方
で
は
、
伊
賀
の
人
が

悪
人
と
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
の
時
代
の
他
の
例
か
ら
は

そ
う
推
定
さ
れ
る
が
、
近
世
の
火
車
説
話
や
「
猫
檀
家
」
の
昔
話
で
は
カ
シ
ャ
が
妖

怪
化
し
て
お
り
、
悪
人
だ
か
ら
死
体
を
取
る
と
い
う
理
由
づ
け
が
失
わ
れ
て
い
る
も

の
が
多
い
。
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『
多
聞
院
日
記
』
の
巻
四
十
三
は
「
天
文
三
年　

夢
幻
記
」
と
題
さ
れ
、
天
文
三

年
（
一
五
三
四
）
か
ら
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
ま
で
の
間
に
多
聞
院
英
俊
が
聞

い
た
異
聞
や
説
話
、
見
た
夢
を
書
き
留
め
た
一
篇
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
火
車
の
話

が
あ
っ
た
。
天
正
丙
子
年
（
天
正
四
年
、
一
五
七
六
）
三
月
中
旬
、
奈
良
の
脇
戸
郷

に
「
有
力
の
夫
婦
慳
貪
無
法
の
物
」
が
あ
っ
た
。
女
は
妊
娠
し
た
が
子
は
多
く
い
ら

な
い
と
い
っ
て
堕
ろ
し
た
。
血
の
鎮
ま
ら
な
い
う
ち
に
下
女
が
隠
れ
て
矢
田
の
地
蔵

に
参
詣
し
た
の
を
女
は
怒
っ
て
打
擲
す
る
と
、
ま
だ
血
が
鎮
ま
ら
な
い
の
で
急
死
し

た
。
そ
し
て
「
葬
送
ノ
日
北
乾
ヨ
リ
黒
雲
ム
ラ
カ
リ
テ
悪
風
シ
キ
リ
ニ
雲
中
光
リ
来

ル
、
火
車
来
テ
ツ
カ
ミ
了
ト
ナ
ン
、
眼
前
ノ
現
果
可
悲
々
々
」
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
そ
の
後
に
夫
と
子
が
夢
に
、
広
い
野
原
の
井
戸
に
赤
鬼
が
こ
の
女
を
は
め
た
り

引
き
上
げ
た
り
す
る
の
を
見
た
と
い
う
。

　

こ
れ
は
死
体
を
奪
う
も
の
を
「
火
車
」
だ
と
す
る
話
の
初
見
で
あ
ろ
う
。
こ
の
説

話
が
天
正
四
年
当
時
に
書
き
留
め
ら
れ
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
死
体
を
奪
う
主
体
と

し
て
は
火
車
が
雷
よ
り
早
く
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
中
世
末

の
奈
良
の
世
間
話
の
世
界
で
は
、
葬
送
の
さ
な
か
に
何
者
か
が
死
体
を
さ
ら
う
と
い

う
後
世
の
火
車
説
話
に
近
い
話
が
伝
わ
っ
て
い
た
。
こ
れ
以
前
の
雷
は
本
当
に
死
体

を
さ
ら
う
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
こ
に
き
て
死
体
が
奪
わ
れ

る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
出
現
し
て
い
る
。
死
者
が
地
獄
に
落
ち
る
の
に
死
体
ご
と
奪

う
必
要
は
な
い
わ
け
だ
が
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
火
車
が
「
死
体
を
奪
う
妖
怪
」
へ
の
道
を
踏
み
出
す
重
要
な

転
換
点
だ
が
、
今
の
と
こ
ろ
そ
の
由
来
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
臨
終

時
で
は
な
く
葬
送
の
途
中
を
狙
っ
て
雷
雨
を
仕
掛
け
る
の
は
死
体
を
取
る
た
め
だ
と

い
う
よ
う
に
解
釈
が
展
開
し
て
い
っ
た
結
果
な
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
れ
に
影
響
を
与

え
た
別
の
話
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
後
世
の
火
車
説
話
と
異
な
り
、
中
世
史
料
に
は
火
車
が
猫
で
あ
る
と
い
う
モ

チ
ー
フ
は
見
ら
れ
な
い
。
猫
が
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
と
い
う
系
譜
の
追
究
も
重
要
だ

が
、
歴
史
的
に
は
日
本
で
猫
が
津
々
浦
々
に
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
ご
ろ
か

と
い
う
難
し
い
問
題
も
あ
る
。
あ
る
地
域
に
ま
だ
猫
が
い
な
い
時
代
に
「
猫
檀
家
」

の
昔
話
は
話
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　

火
車
を
禅
僧
が
撃
退
す
る
と
い
う
、
各
地
の
寺
院
縁
起
や
「
猫
檀
家
」
で
お
な
じ

み
の
話
も
天
正
〜
慶
長
こ
ろ
に
は
成
立
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
を
含
め
火
車
説

話
の
展
開
に
つ
い
て
は
次
章
で
触
れ
た
い
。

❷
近
世
の
火
車

　

１　

火
車
に
引
か
れ
る
人
々

　

臨
終
に
死
ぬ
人
の
目
に
見
え
る
火
車
に
つ
い
て
は
鎌
倉
時
代
か
ら
後
の
例
を
あ
げ

な
か
っ
た
が
、
近
世
ま
で
こ
の
タ
イ
プ
の
説
話
も
続
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
話
で
は

死
ぬ
人
の
目
に
見
え
た
り
、
近
親
者
の
夢
に
現
れ
た
り
す
る
の
は
牛
頭
馬
頭
が
引
く

炎
が
燃
え
る
車
で
、
仏
教
的
な
火
車
の
イ
メ
ー
ジ
が
ず
っ
と
保
た
れ
て
い
る
。

　

中
世
の
例
と
し
て
『
満
済
准
后
日
記
』
応
永
三
十
四
年
（
一
四
二
七
）
六
月
二
十

四
日
条
で
は
、
貴
族
の
中
院
通
淳
が
来
て
、
先
月
ご
ろ
清
閑
寺
の
寺
僧
が
住
坊
に
召

し
使
っ
て
い
た
下
女
が
悶
絶
し
、
大
盤
石
が
落
ち
て
く
る
と
か
青
鬼
赤
鬼
が
た
く
さ

ん
来
て
責
め
る
と
か
言
い
、
最
後
に
「
火
車
已
ニ
来
候
。
参
候
ハ
テ
ハ
不
可
叶
ニ
テ

候
哉
。
無
是
非
事
候
。
サ
候
ハ
ヽ
参
候
ハ
ム
」
と
言
っ
て
死
ん
だ
。
眼
前
に
こ
れ
を

見
た
者
が
語
っ
た
と
し
て
満
済
に
話
し
た
と
い
う
。

　

東
寺
の
宝
菩
提
院
が
蔵
す
る
説
話
集
『
漢か
ん

和な

希き

夷い

』
は
出
典
の
一
部
が
中
国
明
代

の
『
剪
灯
新
話
』
で
あ
り
、「
新
渡
ニ
剪
灯
ノ
新
話
ト
云
書
ア
リ
」
と
い
う
記
述
か

ら
同
書
の
渡
来
後
ま
も
な
い
慶
長
〜
元
和
（
一
五
九
六
〜
一
六
二
四
）
こ
ろ
の
成
立

と
さ
れ
る
）
12
（

。
こ
の
中
の
説
話
で
、
天
文
六
年
（
一
五
六
七
）
に
駿
河
府
中
の
屋
形
衆

の
朝
日
名
孫
八
郎
の
隣
家
の
男
が
伊
豆
の
火
金
の
地
蔵
（
日
金
山
東
光
寺
）
に
参
詣

す
る
と
、
朝
日
名
の
奥
方
が
一
人
で
参
る
の
を
見
た
。
や
せ
衰
え
て
青
白
く
、
自
分

に
目
も
く
れ
ず
に
通
っ
た
の
を
不
審
に
思
っ
た
が
、
に
わ
か
に
黒
雲
が
起
こ
り
雷
電
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が
し
て
雲
か
ら
火
車
が
現
れ
、
鬼
神
が
奥
方
を
つ
か
ん
で
火
車
に
乗
せ
て
去
っ
た
。

地
蔵
堂
の
別
当
に
今
の
を
見
た
か
と
尋
ね
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
る
と

語
っ
た
。
府
中
に
帰
る
と
朝
日
名
殿
の
奥
方
は
死
ん
で
明
日
が
初
七
日
だ
と
言
わ
れ

た
と
い
う
。

　

延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
刊
の
『
諸
国
百
物
語
』
巻
五
第
二
話
「
二
桝
を
つ
か
ひ

て
火
車
に
と
ら
れ
し
事
」
で
は
、
西
国
巡
礼
が
京
都
の
誓
願
寺
に
参
詣
す
る
と
四

十
歳
余
り
の
女
を
牛
頭
馬
頭
の
鬼
が
火
の
車
か
ら
引
き
下
ろ
し
て
呵
責
し
、
ま
た
車

に
乗
せ
て
西
の
方
に
行
っ
た
。
巡
礼
が
跡
を
つ
け
る
と
火
車
は
四
条
堀
川
の
米
屋
に

入
っ
た
。
米
屋
の
女
房
は
こ
の
四
、
五
日
煩
っ
て
お
り
、
昼
も
夜
も
身
が
焼
け
る
と

言
っ
て
苦
し
ん
で
い
る
と
い
う
。
巡
礼
が
見
た
こ
と
を
話
す
と
亭
主
は
驚
き
、
女
房

は
欲
が
深
く
い
つ
も
二ふ
た
ま
す枡

を
使
っ
た
（
米
を
買
う
と
き
大
き
な
枡
で
買
い
、
売
る
と

き
は
小
さ
な
枡
で
売
る
不
正
を
し
た
）、
そ
の
罪
で
生
き
な
が
ら
地
獄
に
落
ち
た
の

だ
ろ
う
と
言
っ
て
そ
の
場
で
出
家
に
な
り
、
諸
国
修
行
に
出
た
。
妻
は
そ
の
後
死
ん

で
家
は
絶
え
た
と
い
う
。

　

二
枡
を
使
う
者
の
話
は
他
に
も
か
な
り
あ
り
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
刊
『
片

仮
名
本
因
果
物
語
』
中
巻
第
五
話
「
二
舛
ヲ
用
者
雷
ニ
攫
ル
ヽ
事
」
で
は
江
州
松
原

の
後
家
が
家
に
落
雷
し
て
死
に
、
野
辺
送
り
の
と
き
も
雷
雨
に
な
っ
た
。
や
っ
と
薪

に
火
を
つ
け
て
帰
り
、
翌
朝
行
っ
て
み
る
と
死
骸
を
取
り
出
し
て
十
間
ほ
ど
遠
く
に

捨
て
て
あ
っ
た
。
欲
が
深
く
二
枡
を
使
っ
て
一
生
を
送
っ
た
科
だ
と
い
う
。
ま
た
寛

延
二
年
（
一
七
四
九
）
刊
『
新
著
聞
集
』
第
十
四
、
殃
禍
篇
「
逆
風
家
に
入
り
貪
姥

首
を
う
し
な
ふ
」
で
は
信
州
松
本
領
の
善
治
の
母
が
二
枡
を
使
っ
た
が
、
山
里
の
窮

民
は
そ
れ
を
知
り
つ
つ
借
り
て
い
た
。
延
宝
初
年
、
婆
が
炉
に
生
木
を
焚
い
て
い
る

と
大
風
が
吹
い
て
入
口
の
戸
を
炉
の
上
に
吹
き
落
と
し
、
火
も
消
え
た
。
灯
を
と
も

し
て
見
る
と
婆
は
首
を
抜
か
れ
胴
だ
け
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
臨
終
の

目
に
見
え
る
火
車
で
は
な
い
が
、
二
枡
と
の
関
連
で
あ
げ
た
。

　

天
和
三
年
（
一
六
八
四
）
刊
『
新
御
伽
婢
子
』
巻
一
第
六
話
「
火
車
の
桜
」。
大

坂
に
近
い
平
野
に
老
夫
婦
が
あ
り
、
娘
が
二
人
い
た
が
み
な
嫁
に
行
っ
た
。
母
が

煩
っ
た
の
で
二
人
の
娘
が
実
家
に
戻
っ
て
昼
夜
看
病
し
、
少
し
よ
く
な
っ
た
の
で
二

人
と
も
帰
っ
た
が
、
そ
の
夜
二
人
の
夢
に
牛
頭
馬
頭
の
獄
卒
が
火
車
を
引
い
て
母
を

乗
せ
、
責
め
な
が
ら
連
れ
て
行
っ
た
。
娘
た
ち
が
車
を
引
き
止
め
て
庭
の
桜
の
木
に

結
び
つ
け
る
と
、
綱
も
桜
も
燃
え
切
れ
て
火
車
は
帰
っ
て
い
く
と
見
た
。
二
人
と
も

同
じ
夢
で
、
覚
め
て
も
手
の
ひ
ら
が
熱
か
っ
た
。
二
人
が
急
い
で
親
元
へ
行
く
と
い

ま
死
ん
だ
と
い
う
。
な
き
が
ら
は
悪
相
で
、
庭
の
桜
は
枯
れ
し
ぼ
ん
で
い
た
。
つ
な

い
だ
縄
目
の
跡
も
は
っ
き
り
残
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
話
で
は
夢
で
火
車
を
結
び

つ
け
た
桜
の
木
が
実
際
に
燃
え
て
枯
れ
て
い
た
こ
と
、
手
の
ひ
ら
が
熱
か
っ
た
こ
と

を
記
し
、
火
車
の
炎
や
熱
が
現
実
世
界
に
痕
跡
を
残
し
て
い
る
。

　

天
和
四
年
（
一
六
八
四
）
の
序
が
あ
る
『
古
今
犬
著
聞
集
』
巻
九
「
火
車
乗
事
」

で
は
、
編
者
の
親
が
召
し
使
っ
て
い
た
西
京
出
身
の
下
女
の
伯
父
が
長
く
煩
っ
た

が
、
死
ぬ
七
日
前
か
ら
青
い
鬼
の
姿
の
者
が
来
る
と
言
っ
て
泣
き
わ
め
い
た
。
七
日

目
に
「
あ
ら
く
る
し
や
、
其
火
の
車
に
の
れ
と
や
、
か
な
し
や
、
ゆ
る
し
た
う
へ

よ
」
と
手
す
り
足
す
り
し
、「
と
か
く
参
り
（
ら
ヵ
）て

ハ
成
ま
し
き
と
に
や
、
是
非
な
き
事

哉
」
と
言
い
ざ
ま
、
足
腰
の
立
た
な
い
病
人
が
立
っ
て
走
り
出
る
と
門
口
の
敷
居
に

つ
ま
ず
い
て
倒
れ
死
ん
だ
。
下
女
が
常
々
こ
れ
を
語
っ
て
は
泣
い
た
と
い
う
。
こ
の

伯
父
の
言
葉
は
二
六
〇
年
前
の
『
満
済
准
后
日
記
』
の
下
女
の
言
葉
と
そ
っ
く
り
で

あ
る
。
臨
終
に
火
車
を
見
た
者
の
最
期
の
言
葉
と
し
て
定
型
化
し
て
長
く
伝
え
ら
れ

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
刊
『
続
礦
石
集
』
巻
上
第
七
話
「
孝
女
我
母
の
獄
卒
に

捕
ら
れ
火
車
に
載
ら
れ
た
る
を
見
た
る
事
」
の
条
に
も
「
火
車
の
桜
」
の
類
話
が
二

つ
あ
る
。
一
つ
は
出
雲
の
松
江
藩
士
堤
家
の
下
女
が
夜
中
に
叫
び
、
夢
で
母
が
火
車

に
乗
っ
て
い
る
の
に
出
会
い
、
鬼
の
命
令
で
車
を
引
か
さ
れ
た
と
い
っ
て
胸
を
開
く

と
軛
の
当
た
っ
た
胸
を
火
傷
し
て
い
た
。
母
は
慳
貪
邪
見
だ
っ
た
が
娘
は
親
孝
行
で

泣
き
崩
れ
る
の
を
主
人
が
な
だ
め
て
い
る
と
、
夜
更
け
に
使
い
が
来
て
母
の
死
を
告

げ
た
。
い
ま
一
つ
は
大
和
の
法
隆
寺
近
く
の
村
の
女
が
夢
で
母
が
火
車
に
乗
せ
ら
れ

て
い
く
の
を
止
め
よ
う
と
し
て
手
を
焼
い
た
と
す
る
。
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宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
刊
の
『
西
播
怪
談
実
記
』
巻
三
「
竜
野
林
田
屋
の
下
女

火
の
車
を
追
ふ
て
手
并
着
物
を
炙や
き
し
事
」
で
は
、
播
磨
龍
野
の
林
田
屋
と
い
う
商
家

に
出
入
り
す
る
老
婆
が
熱
病
に
な
り
、
林
田
屋
に
仕
え
て
い
る
婆
の
娘
が
看
病
す
る

う
ち
「
あ
あ
母
を
乗
せ
て
行
く
」
と
言
っ
て
何
か
を
止
め
る
よ
う
に
表
へ
走
り
出
る

と
病
人
は
死
ん
だ
。
娘
の
袖
の
下
に
火
が
つ
い
て
お
り
、
右
の
手
の
ひ
ら
が
焼
け
た

だ
れ
て
い
た
。
火
の
燃
え
る
車
を
鬼
が
引
い
て
母
を
火
の
中
へ
投
げ
込
み
、
表
へ
出

て
行
く
の
を
止
め
よ
う
と
し
た
が
車
は
虚
空
へ
去
っ
た
と
語
っ
た
と
い
う
。

　

ま
た
安
政
三
〜
四
年
（
一
八
五
六
〜
五
七
）
成
立
の
『
尾
張
霊
異
記
』
初
編
中
巻

に
収
め
ら
れ
た
話
で
は
、
名
古
屋
の
上
宿
天
神
町
の
商
家
の
下
女
が
寝
所
で
叫
ん

だ
。
主
人
が
尋
ね
る
と
、
母
が
火
の
車
に
乗
っ
て
い
く
の
を
見
た
、
引
き
下
ろ
そ
う

と
し
た
が
で
き
な
か
っ
た
と
言
っ
て
泣
い
た
。
両
腕
と
も
火
傷
し
て
い
た
の
で
主
人

夫
婦
が
驚
い
て
い
る
と
、
下
女
の
在
所
か
ら
母
が
先
刻
死
ん
だ
と
告
げ
が
あ
っ
た
。

　

い
ず
れ
も
娘
が
火
車
に
乗
せ
ら
れ
て
行
く
母
を
止
め
よ
う
と
し
て
火
傷
し
て
い
る

が
、
特
に
『
続
礦
石
集
』
の
出
雲
の
話
と
『
尾
張
霊
異
記
』
は
よ
く
似
て
い
る
。
同

じ
話
が
伝
播
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
火
車
に
乗
せ
ら
れ
る
の
は
こ
こ
で
も
女
性
だ

が
、
な
ぜ
火
車
に
乗
せ
ら
れ
る
の
か
は
『
続
礦
石
集
』
の
出
雲
の
話
で
「
慳
貪
邪

見
」
と
さ
れ
る
他
は
説
明
が
な
い
。

　

近
世
説
話
全
体
で
は
必
ず
し
も
女
性
が
多
い
わ
け
で
は
な
く
、
宝
永
八
年
（
一
七

一
一
）
刊
『
善
悪
因
果
集
』
巻
四
の
「
正
法
ヲ
誹
謗
ス
ル
者
火
車
来
現
ノ
事
」
で
は

中
京
の
商
人
が
日
蓮
宗
徒
に
な
り
他
宗
を
誹
謗
す
る
こ
と
甚
だ
し
く
、
親
に
先
立
っ

て
死
ん
だ
浄
土
宗
の
息
子
の
仏
像
経
巻
を
破
却
し
た
が
、
命
終
に
臨
ん
で
鬼
が
来

た
、
火
の
車
が
見
え
る
と
叫
び
、
意
識
不
明
に
な
っ
て
死
ん
だ
と
す
る
。

　

前
述
の
『
続
礦
石
集
』
巻
上
第
八
話
「
師
匠
を
殺
し
金
を
偸ぬ
す
め
る
人
現
罰
火
車
焔

魔
王
の
使
を
得
た
る
人
」
で
は
高
野
山
の
僧
が
酒
色
博
奕
に
ふ
け
り
追
放
さ
れ
た

が
、
舞
い
戻
っ
て
師
匠
を
殺
し
二
百
両
を
奪
っ
た
。
師
僧
の
縁
者
は
公
儀
へ
の
告
訴

は
高
野
山
の
恥
だ
と
し
て
仏
罰
に
任
せ
た
。
僧
は
金
を
使
い
果
た
し
て
番
太
郎
に

な
っ
た
が
、
最
後
は
狂
乱
し
て
火
車
が
来
る
と
一
か
月
余
も
叫
び
、
井
戸
に
落
ち
て

死
ん
だ
と
い
う
。
こ
れ
に
続
け
て
類
話
を
記
し
て
い
る
。
流
罪
に
な
っ
た
高
野
山
の

僧
が
赦
免
さ
れ
て
故
郷
に
帰
る
途
中
で
伊
勢
国
に
宿
っ
た
。
亭
主
は
僧
が
金
を
持
っ

て
い
る
の
を
見
て
殺
し
て
金
を
奪
い
、
僧
は
行
き
倒
れ
た
と
披
露
し
た
が
、
一
周
忌

に
閻
魔
王
の
召
し
状
が
届
き
、
僧
の
訴
え
で
明
日
汝
を
呼
び
取
る
と
言
っ
た
。
翌
日

の
未
の
刻
、
空
か
ら
羅
刹
が
現
れ
て
亭
主
を
連
れ
去
っ
た
と
い
う
。

　

寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
刊
の
『
新
著
聞
集
』
第
十
、
奇
怪
篇
「
火
車
の
来
る
を

見
て
腰
脚
爛
れ
壊
る
」
で
は
、
武
州
騎
西
に
近
い
妙
願
寺
村
の
酒
屋
安
兵
衛
が
あ
る

時
大
道
へ
飛
び
出
し
、
や
れ
火
車
が
来
る
わ
と
叫
ん
で
倒
れ
た
。
そ
れ
か
ら
煩
い
、

腰
か
ら
下
が
た
だ
れ
て
十
日
ば
か
り
で
死
ん
だ
。
二
、三
軒
隣
の
者
は
炎
が
燃
え
上

が
る
の
を
見
た
と
い
う
。

　

享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
刊
の
『
諸
仏
感
応
見
好
書
』
に
は
火
車
の
話
が
二
話

載
せ
ら
れ
て
い
る
。
巻
上
「
慳
貪
」
の
話
は
、
天
正
（
一
五
七
三
〜
九
二
）
の
こ
ろ

某
国
の
酒
屋
の
妻
が
慳
貪
で
、
息
子
が
諫
め
た
が
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
。
息
子
は
家

を
捨
て
高
野
山
に
入
っ
た
。
母
は
自
分
で
酒
を
量
っ
た
の
で
枡
の
罪
（
二
枡
を
使
う

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
）
が
深
か
っ
た
。
人
の
薦
め
で
寺
の
説
法
を
聴
聞
し
た
が
、
ひ

た
す
ら
居
眠
り
し
た
。
そ
の
と
き
の
夢
で
家
に
帰
り
、
大
蛇
に
な
っ
て
金
箱
を
巻
い

て
い
た
と
い
う
。
死
ぬ
と
き
は
悪
相
を
現
じ
火
車
に
遭
っ
た
。
こ
れ
は
女
性
で
、
前

述
の
『
諸
国
百
物
語
』
の
米
屋
の
類
話
と
い
え
る
。

　

巻
下
「
救
亡
者
」
の
話
は
、
同
書
の
編
者
が
天
和
の
こ
ろ
相
州
の
山
寺
に
宿
る

と
、
夜
に
門
を
叩
く
者
が
い
た
。
自
分
は
何
某
で
い
ま
命
終
し
た
。
牛
盗
人
で
、
一

生
牛
馬
を
盗
ん
で
渡
世
し
た
が
、
自
分
の
た
め
に
宝
篋
印
陀
羅
尼
を
唱
え
て
火
車
の

難
を
逃
れ
さ
せ
て
く
れ
と
言
っ
た
。
住
僧
が
仔
細
な
し
と
言
っ
て
一
心
に
誦
す
る
と

亡
魂
は
徳
に
和
し
て
光
明
か
が
や
き
、
葬
式
も
支
障
な
か
っ
た
。
こ
の
者
は
こ
の
寺

の
檀
家
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
話
の
死
者
は
男
性
で
あ
る
。

　

文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
初
演
の
鶴
屋
南
北
『
東
海
道
四
谷
怪
談
』
大
詰
で

も
、
お
岩
の
亡
霊
に
悩
ま
さ
れ
る
伊
右
衛
門
が
庵
室
か
ら
刀
を
抜
い
て
飛
び
出
し

「
ア
ヽ
、
夢
か
。
ハ
テ
さ
て
お
そ
ろ
し
い
。
ま
だ
し
な
ぬ
先
、
こ
の
世
か
ら
、
あ
の
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火
の
車
へ
。
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
言
っ
て
い
る
。

　

臨
終
に
火
車
が
現
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
罪
に
よ
っ
て
な
の
か
。
こ
れ
ら
を
一
覧

す
る
と
、
女
性
の
場
合
は
特
に
理
由
を
示
さ
な
い
こ
と
も
多
い
。
単
に
性
格
の
問
題

と
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
近
世
に
は
「
火
車
婆
」
な
る
語
が
あ
り
、
悪
心
の

老
婆
を
い
う
と
辞
書
に
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
雑
俳
『
二
息
』
の
「
火
車

祖
母
が
野
送
り
義
理
の
講
中
間
」
な
ど
の
例
を
挙
げ
る
。「
火
車
」
だ
け
で
も
同
じ

意
味
の
用
法
が
あ
り
、『
和
訓
栞
』
は
「
く
ゎ
し
ゃ
（
略
）
俗
に
悪
心
の
老
婆
を
い

ふ
は
、
因
果
経
に
今
身
作
後
母
諛
尅
前
母
児
者
死
堕
火
車
地
獄
中
と
見
え
た
り
。
此

に
本
づ
き
た
る
詞
也
」
と
説
明
す
る
。『
善
悪
因
果
経
』
に
は
こ
こ
に
引
か
れ
た
よ

う
に
継
子
を
い
じ
め
る
と
火
車
地
獄
に
落
ち
る
と
い
う
仏
の
言
葉
が
見
え
る
が
、
説

話
を
眺
め
て
い
る
と
そ
れ
だ
け
が
典
拠
と
な
っ
て
で
き
た
語
で
も
な
い
よ
う
に
思
え

る
。

　
「
は
じ
め
に
」
で
引
い
た
徳
島
県
祖
谷
山
の
民
俗
誌
は
、「『
お
前
が
死
ぬ
時
は
ク

ワ
シ
ャ
が
来
る
わ
』
と
云
っ
て
人
を
罵
る
事
が
あ
る
」
と
記
し
て
い
た
。
話
者
が
念

頭
に
置
い
て
い
た
の
は
男
だ
っ
た
か
女
だ
っ
た
か
。

　

女
性
で
火
車
に
引
か
れ
る
理
由
が
あ
る
と
き
は
二
枡
を
使
う
と
さ
れ
る
こ
と
が

多
く
、「
慳
貪
」
の
典
型
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
男
性
で
は
謗
法
（
善
悪
因
果

集
）、
不
正
な
商
売
（
新
著
聞
集
の
酒
屋
は
そ
の
可
能
性
が
あ
る
）、
殺
人
（
続
礦
石

集
・
東
海
道
四
谷
怪
談
）、
牛
盗
人
（
諸
仏
感
応
見
好
書
）
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る

が
、
具
体
的
な
不
正
行
為
を
記
す
こ
と
が
多
い
。
女
性
は
家
に
い
る
の
で
、「
慳
貪

邪
見
」
で
あ
っ
て
も
二
枡
を
使
う
以
外
に
悪
事
を
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
の
か
。

　

こ
れ
ら
を
中
世
の
源
義
家
、
平
清
盛
、
北
条
泰
時
な
ど
に
比
べ
る
と
小
粒
に
な
っ

た
感
が
否
め
な
い
が
、
武
士
一
般
に
対
す
る
反
感
は
近
世
社
会
で
は
あ
っ
て
も
表
に

出
せ
な
い
し
、
支
配
者
の
恣
意
的
な
収
奪
や
処
刑
も
少
な
い
。
ま
た
大
罪
人
で
も
磔

に
さ
れ
た
ら
臨
終
に
火
車
を
見
る
暇
も
な
く
死
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
し
、
教
訓
を
与

え
る
説
話
と
し
て
は
処
刑
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
法
網
に
か
か
ら
ず
に
暮

ら
し
て
病
死
す
る
よ
う
な
人
で
、
し
か
も
財
力
が
あ
っ
て
商
売
や
金
貸
し
を
営
み
、

そ
の
過
程
で
不
正
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
人
に
思
わ
れ
や
す
い
人
物
や
、
性
格

上
の
問
題
で
人
に
嫌
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
人
が
説
話
の
中
で
は
火
車
に
襲
わ
れ
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
近
世
に
治
安
が
改
善
し
て
罪
人
が
現
世
で
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
多

く
な
っ
た
こ
と
の
表
れ
と
い
う
面
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
あ
げ
た
事
例
を
通
覧

す
る
と
火
車
の
恐
ろ
し
さ
が
生
前
の
所
行
に
対
し
て
や
や
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
感
も
あ

る
。

　

２　

禅
僧
と
火
車

　

近
世
の
火
車
説
話
や
「
猫
檀
家
」
の
昔
話
で
は
葬
送
の
さ
な
か
に
死
体
を
奪
お
う

と
す
る
火
車
を
阻
止
す
る
禅
僧
の
活
躍
に
興
味
の
中
心
が
あ
る
も
の
が
多
い
が
、
禅

僧
と
の
組
み
合
わ
せ
は
中
世
末
か
近
世
ご
く
初
期
（
慶
長
ご
ろ
）
に
は
成
立
し
て
い

た
。
堤
邦
彦
は
長
野
県
佐
久
市
前
山
の
曹
洞
宗
貞
祥
寺
の
開
山
節
香
徳
忠
の
伝
を
記

す
『
貞
祥
寺
開
山
歴
代
略
伝
』
は
慶
長
（
一
五
九
六
〜
一
六
一
五
）
以
前
の
成
立
と

す
る
が
）
13
（

、
雪
香
は
前
山
城
主
伴
野
光
利
の
子
で
、「
子
育
て
幽
霊
」
型
の
出
生
譚
を

持
つ
。
光
利
の
招
き
で
大
永
元
年
（
一
五
二
一
）
貞
祥
寺
を
開
く
。
近
く
の
小
宮
山

村
に
柏
山
宗
左
衛
門
と
い
う
狩
猟
を
業
と
す
る
暴
悪
の
者
が
い
た
が
、
あ
る
日
奇
異

な
容
貌
の
武
士
二
人
が
寺
に
来
て
、
三
日
後
に
宗
左
衛
門
が
死
ぬ
が
、
師
は
葬
儀
に

呼
ば
れ
て
も
応
じ
て
は
な
ら
な
い
、
わ
れ
ら
が
地
獄
に
連
れ
て
行
く
と
言
っ
た
。
三

日
後
果
た
し
て
葬
儀
に
招
か
れ
た
の
で
行
く
と
、
青
天
に
黒
雲
が
起
こ
り
雷
電
が
震

動
し
た
。
雪
香
は
念
珠
で
棺
を
打
ち
偈
を
詠
む
と
ま
だ
終
わ
ら
ぬ
う
ち
に
空
は
晴
れ

た
と
い
う
。

　

こ
れ
に
似
た
話
と
し
て
は
や
は
り
堤
邦
彦
が
紹
介
し
た
）
14
（

尾
張
福
厳
寺
の
盛
禅
洞ど
う

奭し
や
くが

延
徳
年
中
（
一
四
八
九
〜
九
二
）
盗
賊
の
首
領
の
葬
儀
で
雷
雲
の
中
か
ら
声
が

し
た
の
を
棺
の
上
に
座
し
て
退
け
た
話
（
元
禄
六
年
〈
一
六
九
三
〉
序
の
『
日
域
洞

上
諸
祖
伝
』
巻
下
）
や
、
下
野
鶏
足
寺
の
開
山
天
海
舜
政
が
大
永
七
年
（
一
五
二

七
）、
悪
人
の
屍
を
奪
お
う
と
し
た
山
の
神
を
退
け
た
も
の
の
七
日
後
に
示
寂
し
た

話
（
享
保
二
十
年
〈
一
七
三
五
〉
序
の
『
日
本
洞
上
聯
燈
録
』
巻
八
）
が
あ
る
。
こ
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の
二
話
の
僧
は
い
ず
れ
も
中
世
の
人
だ
が
、
伝
が
記
録
さ
れ
た
書
は
後
世
の
も
の
な

の
で
伝
承
が
中
世
に
遡
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
話
で
は
死
者
は

い
ず
れ
も
悪
人
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
襲
う
も
の
は
必
ず
し
も
妖
怪
と
さ
れ
て
は
い

な
い
。
貞
祥
寺
の
雪
香
徳
忠
に
警
告
し
た
異
相
の
武
士
は
自
分
た
ち
が
宗
左
衛
門
を

地
獄
に
連
行
す
る
と
言
っ
て
い
る
か
ら
獄
卒
で
あ
ろ
う
。
盛
禅
洞
奭
が
引
導
し
た
の

は
盗
賊
で
あ
り
、
殺
人
や
放
火
も
犯
し
て
い
た
。
空
の
声
は
「
極
重
悪
人
天
将
罰
。

禅
師
不
許
。
我
等
空
去
」
と
言
い
、
笑
い
声
を
残
し
て
去
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う

な
悪
人
が
処
罰
さ
れ
ず
に
死
ん
で
、
高
僧
を
招
い
た
葬
儀
を
営
む
こ
と
が
で
き
た
と

い
う
設
定
は
中
世
的
で
あ
る
。
天
海
舜
政
が
対
決
し
た
山
の
神
は
そ
の
前
に
は
天
海

の
能
筆
を
敬
い
、
そ
の
右
腕
を
数
日
間
借
り
た
た
め
そ
の
間
は
天
海
の
手
が
し
び
れ

て
い
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
、
ま
た
死
者
は
悪
人
な
の
で
屍
を
奪
っ
て
罰
す

る
の
だ
か
ら
葬
儀
に
行
っ
て
は
な
ら
な
い
、
無
理
に
行
け
ば
死
ぬ
だ
ろ
う
と
警
告
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
話
で
は
、
地
獄
に
落
ち
る
べ
き
罪
人
を
も
救
う
こ
と
が
で
き
る

禅
僧
の
法
力
に
重
点
が
あ
り
、
死
者
が
悪
人
で
あ
る
と
い
う
設
定
が
保
持
さ
れ
て
い

る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
同
じ
く
近
世
初
期
の
『
漢
和
希
夷
』
に
載
せ
ら
れ
た
越
後
上
田

庄
の
雲
東
庵
の
長
老
の
話
は
事
件
を
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
と
し
、
檀
那
の
引
導

で
に
わ
か
に
雷
雨
が
あ
り
、
黒
雲
が
龕
の
上
に
落
ち
か
か
り
死
人
を
摑
み
上
が
ろ
う

と
し
た
の
を
長
老
が
死
人
の
足
に
取
り
付
き
、
い
っ
し
ょ
に
空
に
引
き
上
げ
ら
れ
た

が
つ
い
に
死
人
と
と
も
に
地
に
落
ち
た
の
で
再
び
龕
に
納
め
て
下
火
を
遂
げ
た
と
い

う
。「
其
辺
ニ
高
山
ア
リ
、
黒
雲
繋カ
ヽ

ル
時
ニ

動
ヤ
ヤ
モ
ス
レ
ハ

火
車
来
ル
事
有
リ
」
と
記
し
て

お
り
、
こ
の
黒
雲
は
「
火
車
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
話
で
は
死
者
の
善
悪

が
記
さ
れ
ず
、
話
の
興
味
の
中
心
は
和
尚
の
活
躍
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
雷
雲
は
独
自

の
意
志
で
死
人
を
取
る
「
妖
怪
」
に
近
付
い
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
火
車
が
「
高

山
」
に
い
る
の
は
雷
雲
が
湧
い
て
く
る
か
ら
で
、
天
海
舜
政
が
戦
っ
た
の
が
山
の
神

だ
っ
た
の
も
雷
雲
を
発
生
さ
せ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　

な
お
雲
東
庵
は
正
し
く
は
雲
洞
庵
と
い
う
新
潟
県
南
魚
沼
市
の
曹
洞
宗
の
名
刹

で
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
二
）
に
刊
行
さ
れ
た
鈴
木
牧
之
の
『
北
越
雪
譜
』
二
編

巻
三
「
北
高
和
尚
」
は
火
車
を
撃
退
し
た
の
を
十
世
北
高
和
尚
と
し
、
血
痕
の
あ
る

「
火
車
落
の
袈
裟
」
の
由
来
を
説
く
が
、
現
在
も
同
寺
に
は
こ
の
袈
裟
が
伝
わ
っ
て

い
る
。
た
だ
実
在
の
北
高
全
祝
は
永
禄
末
年
に
武
田
信
玄
の
招
き
で
信
濃
に
赴
き
、

以
後
そ
こ
で
活
動
し
て
い
る
の
で
、
天
正
二
年
と
い
う
『
漢
和
希
夷
』
の
記
述
を
生

か
す
な
ら
北
高
に
当
て
る
の
は
問
題
も
あ
る
が
、
慶
長
ご
ろ
か
ら
雲
洞
庵
の
高
僧
の

火
車
退
治
説
話
が
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

　

鈴
木
正
三
の
談
話
を
弟
子
が
書
き
留
め
た
『
驢
鞍
橋
』
は
万
治
三
年
（
一
六

六
〇
）
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
こ
の
中
巻
第
七
十
四
条
に
は
曹
洞
宗
の
三
箇
寺
が
徳
川

家
康
の
前
で
咄
を
し
た
と
き
、
在
江
（
在
郷
）
で
火
車
が
亡
者
を
つ
か
む
の
を
落
と

し
た
導
師
が
あ
っ
た
と
語
っ
た
と
こ
ろ
、
家
康
は
「
な
ぜ
く
れ
て
や
ら
な
ん
だ
」
と

言
っ
た
の
で
長
老
は
言
葉
に
詰
ま
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
こ
れ
は
北
高
和
尚
の
こ

と
か
も
し
れ
な
い
。

　

自
ら
火
車
に
取
ら
れ
る
禅
僧
の
話
も
あ
り
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
刊
『
片
仮

名
本
因
果
物
語
』
巻
下
第
十
一
話
「
悪
見
ニ
落
タ
ル
僧
自
他
ヲ
損
ズ
ル
事
」
で
は
、

正
保
年
中
（
一
六
四
四
〜
四
八
）
美
濃
の
八
屋
（
美
濃
加
茂
市
蜂
屋
）
の
臨
済
宗
関

山
派
の
長
老
快
祝
が
多
く
の
人
に
悟
り
を
授
け
、
わ
が
心
の
ほ
か
に
仏
な
し
と
言
っ

て
神
木
を
切
り
、
仏
像
を
破
却
し
た
。
死
ん
で
出
棺
し
よ
う
と
す
る
と
雷
雨
に
な

り
、
火
車
が
来
て
死
骸
を
摑
ん
で
行
っ
て
捨
て
た
と
い
う
。
曹
洞
宗
の
臨
済
宗
へ
の

対
抗
意
識
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
近
世
初
期
〜
中
期
の
書
物
に
載
せ
ら
れ
た
高
僧
譚
で
は
黒
雲
が
「
火
車
」

と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
が
、『
漢
和
希
夷
』『
驢
鞍
橋
』『
片
仮
名
本
因

果
物
語
』
で
は
「
火
車
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
時
代
が
下
が
る
『
北
越
雪

譜
』
も
「
火
車
落
の
袈
裟
」
と
書
い
て
い
た
。
他
の
例
で
も
死
者
が
悪
人
だ
と
す
る

の
が
普
通
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
死
体
を
奪
う
も
の
は
仏
教
の
火
車
で
あ
る
と
い
う
意

識
が
あ
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
火
車
が
猫
で
あ
る
と
い
う
設
定
は
ど
の
話
に

も
見
ら
れ
な
い
（
時
代
が
下
っ
た
『
北
越
雪
譜
』
の
北
高
和
尚
譚
で
は
尾
が
二
股
の
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大
猫
に
な
っ
て
い
る
）。

　

古
浄
瑠
璃
の
『
牛
王
の
姫
』
は
、『
東
海
道
名
所
記
』
巻
六
に
よ
れ
ば
京
の
四
条

河
原
で
次
郎
兵
衛
（
淡
路
丞
）
が
西
宮
の
夷
か
き
を
語
ら
い
、
鎌
田
正
清
の
こ
と

や
「
が
う
の
姫
」、
阿
弥
陀
の
胸
割
り
な
ど
を
語
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
慶
長
年
間

（
一
五
九
六
〜
一
六
一
五
）
の
初
演
と
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
当
時
の
正
本
は
伝
わ
ら

な
い
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
15
（

所
収
の
寛
文
十
三
年
（
一
六
七
三
）
刊
本
に
よ
る

と
、
牛
若
が
朱
雀
権
現
堂
の
父
義
朝
の
墓
に
参
っ
た
帰
り
に
牛
王
の
姫
の
家
に
雨
宿

り
し
た
。
姫
は
義
朝
の
郎
等
鎌
田
正
清
の
妹
で
牛
若
に
恋
す
る
が
、
話
を
聞
い
た
伯

母
の
尼
公
が
牛
若
が
い
る
こ
と
を
清
盛
に
訴
え
出
る
。
牛
若
は
龕
に
入
っ
て
逃
れ
、

姫
は
清
盛
に
拷
問
さ
れ
て
自
害
す
る
。
清
盛
は
姫
を
牛
王
の
宮
と
し
て
祀
り
、
伯
母

の
尼
公
の
所
行
を
憎
ん
で
牛
裂
き
に
し
た
。
す
る
と
「
天
俄
に
か
き
曇
り　

車
軸
の

雨
降
り　

尼
公
が
死
骸
を
摑
み
行　

上
下
万
民
を
し
な
べ
憎
ま
ぬ
も
の
こ
そ
な
か
り

け
り
」
と
い
う
。
尼
公
の
死
骸
を
摑
ん
だ
主
語
が
不
明
確
だ
が
、
挿
し
絵
で
は
「
あ

つ
き
に
か
う
を
つ
か
む
」（
悪
鬼
尼
公
を
摑
む
）
と
書
か
れ
て
お
り
、
絵
は
雷
神
の

よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
高
僧
譚
で
は
な
く
ま
た
「
火
車
」
の
語
も
見
え
な
い
が
、
死
体
を
取
ら
れ

る
の
は
悪
人
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
も
ま
だ
猫
の
姿
は
な
い
。
近
世
初
期
で
は
ま
だ

火
車
の
正
体
が
猫
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
中
世
末
の
『
多
聞

院
日
記
』
に
記
さ
れ
た
死
体
を
奪
う
雷
の
説
話
が
ま
だ
生
き
続
け
て
い
る
と
も
い
え

る
だ
ろ
う
。
死
体
が
奪
わ
れ
る
話
は
中
世
の
も
の
は
『
多
聞
院
日
記
』
し
か
残
さ
れ

て
い
な
い
た
め
大
和
の
事
例
が
古
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
信
濃
貞
祥
寺
や
越
後
雲
洞

庵
の
事
例
か
ら
考
え
る
と
中
世
末
に
は
東
日
本
を
含
め
た
各
地
で
初
期
的
な
死
体
消

失
譚
が
流
布
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

禅
宗
の
高
僧
が
火
車
を
撃
退
し
た
話
は
曹
洞
宗
で
は
寺
の
事
跡
と
も
な
り
、
前
述

の
雲
洞
庵
の
火
車
落
と
し
の
袈
裟
の
よ
う
に
宝
物
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
各
寺
院
で
共
通
の
説
話
が
伝
え
ら
れ
た
背
景
と
し
て
、
曹
洞
宗
で
広
く
行
わ
れ

た
切
紙
伝
授
の
中
に
「
火
車
落
切
紙
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
切
紙
を
批
判
し
た
面
山
瑞

方
が
『
洞
上
室
内
断
紙
揀
非
私
記
』
に
記
し
て
お
り
、
埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
の

正
龍
寺
に
伝
わ
る
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
の
「
宗
門
魔
払
大
事
」
に
は
太
源
和
尚

が
焼
香
の
と
き
虚
空
か
ら
手
が
出
て
死
人
を
取
ろ
う
と
し
た
の
を
退
け
た
話
が
記
さ

れ
る
）
16
（

。
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
に
示
寂
し
た
太
源
宗
真
は
峨が

山ざ
ん

韶じ
よ
う
せ
き

碩
の
高
弟
で

曹
洞
宗
の
大
き
な
門
派
を
形
成
し
た
が
、
太
源
が
実
際
に
死
人
を
取
る
怪
物
を
退
け

た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
時
代
に
死
体
を
奪
う
火
車
の
話
が
ま
だ
成
立
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
も
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
曹
洞
宗

内
で
過
去
の
高
僧
に
仮
託
し
な
が
ら
火
車
退
治
の
話
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
一
端
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

３　

猫
の
火
車

　

十
七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
初
頭
に
な
る
と
、
猫
が
葬
送
の
さ
い
火
車
に
な
っ
て

死
体
を
奪
う
話
が
登
場
す
る
。
し
か
も
こ
れ
は
き
わ
め
て
昔
話
の
「
猫
檀
家
」
に
近

い
の
で
あ
る
。

　

議
論
の
前
提
と
し
て
ま
ず
「
猫
檀
家
」
の
例
を
『
新
版　

静
岡
県
伝
説
昔
話
集
』

か
ら
一
つ
紹
介
す
る
。

四
八
四　

猫
の
恩
返
し
（
周
智
郡
城
西
村
・
現
磐
田
郡
佐
久
間
町
）

　

あ
る
所
に
位
の
あ
ま
り
高
く
な
い
僧
が
一
人
で
住
ん
で
い
て
一
匹
の
猫
を
大

変
可
愛
が
っ
て
飼
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
だ
ん
だ
ん
僧
は
貧
乏
に
な
っ
て
、
可

愛
い
猫
さ
え
飼
う
事
が
出
来
な
く
な
っ
た
の
で
、
猫
に
向
か
っ
て
「
お
前
も
ず

い
ぶ
ん
長
く
大
事
に
し
て
飼
っ
て
や
っ
た
け
れ
ど
も
、
も
う
今
は
飼
う
事
も
出

来
な
く
な
っ
た
。
今
に
な
っ
て
お
前
を
手
離
す
の
も
辛
い
け
れ
ど
、
ど
う
も
仕

方
な
い
か
ら
、
ど
こ
へ
で
も
好
き
な
所
へ
行
っ
て
幸
福
に
暮
ら
し
て
く
れ
」
と

言
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
猫
は
し
ば
ら
く
悲
し
そ
う
に
し
て
い
た
が
「
そ
れ
で

は
私
も
無
理
に
い
て
も
仕
方
が
な
い
か
ら
ど
こ
か
へ
行
き
ま
す
が
、
一
つ
御
恩

返
し
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
う
少
し
す
る
と
、
今
病
気
で
寝
て
い
る
庄
屋

さ
ん
の
所
の
お
ば
あ
さ
ん
が
死
に
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
私
は
そ
の
葬
式
の
日
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に
か
し
ゃ
に
な
っ
て
、
そ
の
お
ば
あ
さ
ん
を
ま
き
上
げ
、
誰
が
祈
っ
て
も
、
戻

し
ま
せ
ん
が
、
あ
な
た
が
祈
れ
ば
す
ぐ
降
ろ
し
ま
す
か
ら
」
と
言
っ
て
、
そ
れ

き
り
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
数
ヶ
月
す
る
と
、
果
し
て
そ
の
お
ば
あ
さ
ん
は

死
に
、
葬
式
の
日
に
な
る
と
俄
に
黒
雲
が
出
て
激
し
い
雨
が
降
り
出
し
た
。
そ

し
て
、
そ
の
お
ば
あ
さ
ん
の
死
体
は
、
す
る
す
る
と
空
へ
上
っ
て
行
っ
た
。
さ

あ
大
変
と
大
騒
ぎ
に
な
り
、
色
々
位
の
高
い
僧
が
幾
人
も
で
祈
っ
た
け
れ
ど
も

少
し
も
下
り
て
来
そ
う
な
様
子
が
な
か
っ
た
。
致
し
方
な
く
、
位
は
高
く
な
く

て
も
と
言
っ
て
、
例
の
僧
が
祈
る
と
、
不
思
議
や
、
死
体
は
す
る
す
る
と
下
り

て
来
て
元
通
り
に
棺
の
中
へ
納
ま
っ
た
。
そ
れ
か
ら
そ
の
僧
の
評
判
は
一
時
に

高
ま
り
、
大
い
に
出
世
し
た
と
い
う
。（
伊
藤
こ
と
）
17
（

）

　
「
猫
檀
家
」
の
典
型
的
な
話
は
こ
の
よ
う
に
貧
乏
寺
の
和
尚
に
猫
が
話
を
も
ち
か

け
、
寺
を
繁
栄
さ
せ
る
た
め
に
両
者
結
託
し
て
火
車
の
事
件
を
仕
組
む
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
典
型
的
な
「
猫
檀
家
」
を
以
下
、
便
宜
的
に
「
結
託
型
」
と

呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
例
に
は
出
て
こ
な
い
が
、
僧
が
「
と
ら
や
ー
や
ー
」
と
い

う
経
を
読
む
と
棺
が
地
上
に
下
り
る
と
い
う
語
り
方
も
こ
と
に
東
北
地
方
で
は
多

く
、
禅
宗
で
よ
く
読
ま
れ
る
『
大
悲
呪
』
の
冒
頭
句
「
な
む
か
ら
た
ん
の
う　

と
ら

や
ー
や
ー
」
が
印
象
深
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
は
じ
め
に
」
で
挙
げ
た
山

形
県
最
上
郡
最
上
町
の
例
で
は
「
ト
ラ
ヤ
ァ
ト
ラ
ヤ
ァ
」
を
「
猫
を
呼
ん
で
い
た
」

言
葉
だ
と
し
て
い
た
。
こ
の
例
で
は
猫
が
策
を
授
け
る
部
分
が
な
い
の
に
最
後
に
猫

を
呼
ん
で
い
る
の
で
、
典
型
的
な
話
が
崩
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
大
悲
呪
』
の

影
響
で
猫
を
虎
猫
と
す
る
話
例
も
多
い
。「
猫
檀
家
」
は
『
日
本
昔
話
大
成
）
18
（

』
で
は

第
六
巻
の
「
動
物
報
恩
」
に
各
地
の
例
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
福
田
晃
）
19
（

や
山
田
厳

子
）
20
（

の
研
究
が
あ
る
。

　

さ
て
猫
が
登
場
す
る
火
車
説
話
で
最
も
古
い
も
の
は
こ
れ
も
堤
邦
彦
が
紹
介
し
た
）
21
（

元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
刊
『
礦
石
集
』
巻
一
第
十
五
話
「
猫
火
車
と
成
て
人
の
死

骸
を
取
事
」
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
真
言
僧
の
蓮
体
（
惟
宝
）
で
、
書
名
は
鎌
倉
時
代

の
無
住
の
『
沙
石
集
』
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
洛
陽
の
浄
土
宗
の
寺
の
長
老
が

猫
を
三
十
年
も
飼
っ
て
い
た
が
、
あ
る
夜
障
子
の
外
か
ら
人
声
が
し
た
。
猫
が
出
て

行
っ
て
人
間
の
言
葉
で
話
を
し
た
が
、
先
方
は
怒
っ
た
様
子
で
帰
っ
た
。
和
尚
が
猫

を
捕
ら
え
て
問
い
詰
め
る
と
、
猫
は
数
十
年
を
経
れ
ば
必
ず
化
け
る
、
自
分
は
京
中

の
猫
の
長
で
、
悪
人
が
死
ね
ば
火
車
と
な
っ
て
死
骸
を
取
る
党
の
主
宰
だ
。
尊
師

の
檀
越
の
尼
公
が
明
日
死
ぬ
が
、
邪
見
放
逸
な
の
で
朋
輩
が
死
骸
を
取
る
評
議
に
来

た
。
し
か
し
尊
師
に
恥
を
か
か
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
断
っ
た
の
で
朋
輩
が
怒
っ

た
の
だ
と
語
っ
た
。
長
老
は
驚
き
、
死
骸
を
取
る
と
き
恐
れ
る
も
の
が
あ
る
か
と
尋

ね
る
と
、
数
珠
ほ
ど
恐
ろ
し
い
も
の
は
な
い
、
中
で
も
達
磨
の
数
珠
で
打
た
れ
る
と

多
く
は
死
ぬ
と
語
っ
た
。
長
老
は
明
日
は
力
を
尽
く
し
て
死
骸
を
取
れ
、
我
も
取
ら

れ
な
い
よ
う
に
す
る
と
言
い
、
猫
も
喜
ん
で
ま
た
外
に
出
て
行
っ
た
。
翌
朝
尼
公
の

死
が
告
げ
ら
れ
、
猫
の
姿
は
見
え
な
く
な
っ
た
。
長
老
が
引
導
に
出
る
と
青
天
に
わ

か
に
か
き
曇
り
雷
雨
と
な
っ
た
が
、
雷
が
棺
の
上
に
落
ち
た
瞬
間
長
老
が
数
珠
を
投

げ
る
と
空
は
晴
れ
た
。
棺
を
開
け
る
と
何
事
も
な
か
っ
た
の
で
人
々
は
長
老
を
賞
賛

し
た
。
三
日
後
猫
が
寺
に
帰
っ
て
き
た
が
、
達
磨
で
打
た
れ
た
と
見
え
て
一
眼
が
飛

び
出
し
て
い
た
。
療
治
し
た
が
つ
い
に
死
ん
だ
。
最
後
は
「
此
事
洛
陽
の
老
ら
う
し
ゅ
く

宿
。
物

語
せ
ら
れ
し
ま
ゝ
。
書
付
侍
る
な
り
。
此
猫
年
久
し
く
な
り
て
。
魔ま

民み
ん
と
な
れ
る
な

る
べ
し
。
世
に
邪
見
の
人
の
死
せ
る
に
ハ
。
葬そ
う

の
時
は
雷
電
す
る
あ
り
。
猫ね
こ
ま
た酋
の
所し
よ

為い

に
や
。
一い
と
お
そ
ろ

可
畏
し
き
事
ど
も
な
り
」
と
結
ん
で
い
る
。

　

こ
の
十
年
ほ
ど
後
の
元
禄
十
七
年
（
一
七
〇
四
）
に
刊
行
さ
れ
た
浮
世
草
子

『
多た

ま

す

だ

れ

満
寸
太
礼
』
巻
四
「
火
車
の
説
」
も
似
た
話
で
あ
る
。
前
置
き
と
し
て
往
古
東

国
で
は
人
が
死
ぬ
と
屍
を
奪
い
、
引
き
裂
い
て
木
の
枝
に
か
け
た
り
、
首
や
手
足
を

も
い
だ
り
、
屍
を
摑
ん
で
虚
空
に
失
せ
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
を
火
車
と
名
づ
け

る
。
関
東
に
限
ら
ず
諸
国
に
も
稀
に
あ
っ
た
が
、
今
は
仏
神
の
信
心
が
広
ま
っ
た
の

で
少
な
く
な
っ
た
と
す
る
。
上
野
国
の
名な

ご古
に
宗
興
寺
と
い
う
禅
寺
が
あ
っ
た
。
住

持
は
古
く
か
ら
一
代
を
保
つ
こ
と
が
な
く
、
常
は
無
住
だ
っ
た
。
そ
の
わ
け
は
、
こ

の
里
の
大
座
村
は
こ
の
寺
の
檀
越
だ
っ
た
が
、
代
々
の
名
主
が
死
ん
で
葬
礼
に
赴
く

と
、
黒
雲
が
覆
っ
て
屍
を
摑
ん
だ
。
そ
の
た
め
数
人
の
住
職
が
寺
を
出
る
こ
と
に
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な
っ
た
。
周
厳
長
老
と
い
う
僧
が
こ
れ
を
聞
い
て
は
る
ば
る
来
て
住
持
を
望
ん
だ
。

人
々
は
喜
ん
だ
が
、
程
な
く
名
主
が
重
病
に
な
っ
た
。
長
老
が
座
禅
観
法
に
入
っ
て

い
る
と
、
深
夜
に
寺
に
飼
っ
て
い
る
斑
の
猫
が
友
に
呼
ば
れ
て
出
て
行
っ
た
。
友
猫

は
名
主
が
今
夜
死
ん
だ
、
例
の
よ
う
に
取
る
か
ら
出
て
く
れ
と
言
う
と
、
寺
の
猫
は

住
持
の
心
が
例
の
よ
う
で
な
い
の
で
連
衆
を
外
し
て
く
れ
と
言
っ
た
。
長
老
が
猫
を

捕
ま
え
て
叱
責
す
る
と
猫
は
飛
び
出
し
た
。
翌
日
野
辺
送
り
の
と
き
黒
雲
が
棺
の
上

を
覆
っ
た
が
、
長
老
が
野
良
猫
め
ら
と
叱
る
と
空
は
晴
れ
た
。
名
主
の
子
息
は
罪
業

が
晴
れ
た
思
い
が
し
て
長
老
を
尊
崇
し
た
。
そ
の
後
近
郷
近
在
ま
で
猫
を
集
め
て
遠

郷
に
捨
て
た
と
い
う
。
な
お
名
古
、
大
座
村
、
宗
興
寺
と
も
地
名
辞
典
に
見
い
だ
せ

ず
、
創
作
地
名
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
二
話
で
は
死
体
を
奪
う
も
の
の
正
体
が
寺
の
猫
で
あ
り
、
か
つ
和
尚
は
猫
が

死
体
を
奪
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
が
結
託
型
の
「
猫
檀
家
」
と
非
常
に
似
て
い

る
。
し
か
し
和
尚
は
猫
と
結
託
し
て
お
ら
ず
、
猫
と
戦
っ
て
退
治
す
る
と
い
う
点

で
は
違
い
が
見
ら
れ
る
。
二
話
を
比
べ
る
と
『
礦
石
集
』
で
は
「
火
車
」
の
語
を
用

い
る
と
と
も
に
、
邪
見
放
逸
の
死
者
を
取
る
と
す
る
点
で
伝
統
的
な
火
車
説
話
と
の

連
続
性
を
持
っ
て
い
る
。
編
者
が
僧
侶
で
あ
る
こ
と
と
関
係
し
よ
う
。
こ
れ
に
対
し

て
、『
多
満
寸
太
礼
』
で
は
「
火
車
」
の
語
は
用
い
て
い
る
も
の
の
、
前
置
き
の
説

明
は
全
く
の
妖
怪
と
し
て
の
そ
れ
で
、
仏
教
的
な
色
彩
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
が
当

時
の
一
般
の
通
念
を
示
し
た
も
の
な
ら
、
死
体
を
奪
う
火
車
の
「
脱
仏
教
化
」
は
十

八
世
紀
初
頭
に
は
か
な
り
進
展
し
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
奪
う
死

体
も
代
々
の
名
主
の
も
の
で
、
死
者
の
善
悪
の
設
定
は
消
滅
し
て
い
る
。
猫
の
性
格

づ
け
も
微
妙
に
異
な
り
、『
礦
石
集
』
の
猫
は
悪
人
の
死
体
を
取
る
だ
け
あ
っ
て
住

持
に
恩
義
を
感
じ
て
お
り
、
そ
の
た
め
最
初
は
仲
間
の
誘
い
を
断
り
、
ま
た
自
分
の

弱
点
も
教
え
て
い
る
。

　

二
話
に
共
通
す
る
設
定
で
、
か
つ
典
型
的
な
「
猫
檀
家
」
に
見
ら
れ
な
い
の
は
、

猫
の
仲
間
が
あ
り
、
そ
の
付
き
合
い
で
死
体
を
取
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
結
託
型

で
は
猫
が
自
分
か
ら
和
尚
に
火
車
の
話
を
も
ち
か
け
る
が
、
二
話
の
和
尚
は
猫
と
結

託
し
て
い
な
い
の
で
、
猫
同
士
の
会
話
か
ら
死
体
を
奪
う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
『
礦
石
集
』
で
は
こ
れ
は
死
体
を
奪
う
役
目
と
和
尚
へ
の
配
慮
と
の

板
挟
み
に
な
っ
た
猫
が
和
尚
に
事
情
を
説
明
す
る
理
由
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。

　

こ
の
二
話
の
よ
う
な
話
と
結
託
型
「
猫
檀
家
」
と
は
ど
ち
ら
が
先
に
で
き
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
よ
う
な
話
を
ひ
ね
っ
て
両
者
結
託
す
る
よ
う
に
変
更
し
て
「
猫

檀
家
」
が
生
ま
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
「
猫
檀
家
」
の
話
の
方
が
先
に
流
布
し
て
お

り
、
こ
れ
で
は
あ
ま
り
和
尚
の
名
誉
に
も
な
ら
な
い
と
思
っ
た
誰
か
が
結
託
を
解
除

し
て
、
こ
の
よ
う
な
話
を
作
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
指
摘
し
た
い
の
は
、
こ
の
二
話
と
結
託
型
「
猫
檀
家
」
と
は
リ
ア
リ
テ
ィ
の

レ
ベ
ル
が
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
話
は
近
年
起
こ
っ
た
事
実
談
と
し
て
読
め

る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
結
託
型
の
「
猫
檀
家
」
は
そ
う
語
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
。
火
車
の
真
相
は
和
尚
と
猫
だ
け
の
秘
密
で
あ
り
、
昔
話
の
中
で
は
そ
の

秘
密
は
保
た
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
世
界
の
外
に
い
る
聞
き
手
は
、
そ
の
秘
密
を

知
っ
て
い
る
。
昔
話
あ
る
い
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
ら
こ
れ
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し

こ
れ
を
そ
の
ま
ま
事
実
談
（
世
間
話
）
に
し
よ
う
と
す
る
と
、
和
尚
や
猫
と
聞
き
手

が
同
じ
現
実
世
界
に
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
秘
密
が
漏
れ
た
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
秘
密
を
知
っ
た
ら
、
和
尚
を
尊
崇
し
て
寄
進
を
し
た
庄
屋
や
恥
を
か

か
さ
れ
た
多
く
の
坊
さ
ん
は
何
と
言
う
だ
ろ
う
か
。
遠
い
昔
の
こ
と
と
し
た
り
、
皆

が
猫
の
報
恩
に
感
動
し
た
と
す
れ
ば
破
綻
を
最
小
限
に
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が

（「
猫
檀
家
」
の
中
に
も
実
在
の
寺
院
の
昔
の
出
来
事
と
し
て
伝
説
化
し
て
語
る
も
の

が
少
な
く
な
い
）、
最
近
の
出
来
事
と
し
て
リ
ア
ル
に
語
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
が
可
能
な
の
は
和
尚
が
人
を
だ
ま
し
た
り
し
な
い
二
話
の
よ
う
な
構
成
に
す
る

場
合
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
両
者
の
先
後
関
係
を
判
断
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
よ
く
似
た
話
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
者
が
同
じ
平
面
上
に
な
い
こ

と
は
意
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
結
託
型
の
「
猫
檀
家
」
は
近

世
に
非
常
に
多
く
書
か
れ
た
実
話
風
怪
異
譚
や
随
筆
の
世
界
に
入
り
込
む
こ
と
が
難

し
い
と
こ
ろ
に
い
る
「
話
」
で
あ
る
。
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『
礦
石
集
』
の
話
は
猫
が
和
尚
に
自
分
の
弱
点
を
教
え
て
お
り
、
こ
の
た
め
真
剣

勝
負
で
あ
り
な
が
ら
筋
書
き
が
決
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
や
や
不
自
然
な
印
象
を
与

え
る
。
こ
れ
は
結
託
型
の
昔
話
の
影
響
と
み
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
猫
は

片
目
を
つ
ぶ
さ
れ
て
死
ぬ
と
い
う
犠
牲
を
支
払
っ
て
お
り
、
猫
が
全
部
の
筋
書
き
を

書
く
結
託
型
と
も
一
線
を
画
し
て
い
る
。『
礦
石
集
』
的
な
話
か
ら
結
託
型
に
変
化

し
た
と
も
考
え
ら
れ
、
こ
の
話
の
猫
は
和
尚
と
親
し
い
こ
と
か
ら
そ
の
落
差
は
小
さ

い
。
管
見
に
入
っ
た
近
世
初
期
ま
で
の
火
車
説
話
で
火
車
を
猫
と
す
る
も
の
が
皆
無

で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
元
禄
よ
り
前
に
昔
話
と
し
て
結
託
型
の
「
猫
檀
家
」

が
広
く
流
布
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

　

現
在
採
集
さ
れ
て
い
る
「
猫
檀
家
」
の
昔
話
の
中
に
も
『
礦
石
集
』
の
猫
が
片
目

を
つ
ぶ
す
話
の
系
統
の
も
の
が
あ
る
。
福
田
晃
が
収
集
し
た
各
地
の
事
例
を
見
る

と
）
22
（

、
山
梨
県
の
旧
西
八
代
郡
上
九
一
色
村
の
話
は
貧
乏
寺
の
和
尚
が
食
え
な
く
な
っ

て
三
毛
の
雄
猫
を
寺
か
ら
出
そ
う
と
す
る
と
、
猫
は
長
者
の
母
の
葬
式
の
と
き
の
策

を
与
え
る
。
棺
が
空
中
に
上
が
り
、
和
尚
が
数
珠
を
投
げ
る
と
降
り
る
。
寺
は
繁
昌

す
る
が
猫
は
数
珠
が
当
た
っ
て
片
目
に
な
っ
た
。

　

奈
良
県
宇
陀
市
（
旧
宇
陀
郡
神
戸
村
）
で
は
天
和
年
中
（
一
六
八
一
〜
八
四
）、

百
姓
七
兵
衛
の
妻
の
葬
式
で
雷
雨
が
起
こ
り
、
光
明
寺
の
憲
海
上
人
が
棺
に
袈
裟
を

巻
き
本
尊
の
箱
を
投
げ
る
と
晴
れ
た
。
そ
ば
に
猫
が
死
ん
で
お
り
、
本
尊
が
当
た
っ

て
一
眼
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
以
来
本
尊
を
猫
た
た
き
如
来
と
い
う
よ
う
に
な
っ

た
。

　

岡
山
市
甲
浦
の
話
で
は
円
蔵
院
の
和
尚
が
居
眠
り
を
し
て
い
る
と
、
寺
の
古
猫
が

よ
そ
の
猫
と
死
体
を
盗
む
話
を
し
て
い
る
。
和
尚
は
雨
具
を
用
意
し
て
葬
式
に
行

き
、
雷
雨
に
な
る
と
棺
の
上
に
坐
っ
て
数
珠
を
振
り
な
が
ら
読
経
す
る
。
後
に
和
尚

が
化
猫
を
退
治
す
る
と
猫
は
数
珠
で
打
た
れ
て
片
目
に
な
っ
て
い
た
。

　

岡
山
県
小
田
郡
矢
掛
町
で
は
、
東
三
成
の
山
寺
の
和
尚
が
猫
が
踊
る
の
を
見
て
追

い
出
す
。
数
年
後
猫
が
来
て
、
明
日
の
葬
式
で
雨
が
降
っ
た
ら
水
晶
の
数
珠
で
棺
を

一
つ
叩
け
ば
自
分
の
目
が
一
つ
飛
び
出
し
、
二
つ
叩
け
ば
両
目
が
な
く
な
る
と
い

う
。
葬
送
で
雷
雨
に
な
り
、
他
の
和
尚
は
逃
げ
る
が
山
寺
の
和
尚
は
棺
に
ま
た
が
り

数
珠
で
棺
を
叩
い
て
死
体
を
守
り
有
名
に
な
る
。
後
に
侍
が
化
猫
を
退
治
す
る
が
、

片
目
だ
っ
た
の
で
寺
の
猫
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
た
）
23
（

。

　

香
川
県
三
豊
市
（
旧
三
豊
郡
吉
津
村
）
の
話
で
は
、
弥
谷
寺
の
和
尚
の
飼
い
猫
が

猫
又
に
な
り
、
明
日
は
天
霧
山
の
猫
又
と
弥
谷
山
の
猫
又
が
死
人
を
取
る
が
、
天
霧

山
の
猫
又
の
代
わ
り
に
私
が
出
る
こ
と
に
な
っ
た
と
教
え
て
策
を
授
け
る
。
雷
雨
の

と
き
和
尚
が
数
珠
で
棺
桶
の
端
を
叩
く
と
空
は
晴
れ
る
が
、
猫
又
は
片
目
に
な
っ
て

い
た
）
24
（

。

　

福
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
東
日
本
、
こ
と
に
東
北
地
方
に
は
猫
と
和
尚
が
結
託
す

る
典
型
的
な
「
猫
檀
家
」
が
多
い
が
、
西
日
本
で
は
猫
を
魔
物
と
す
る
話
が
目
立

つ
。
そ
の
中
で
も
こ
の
よ
う
に
猫
が
片
目
に
な
る
話
が
い
く
つ
か
あ
り
、『
礦
石
集
』

に
近
い
話
が
口
承
話
と
し
て
も
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
猫
と
和

尚
の
関
係
を
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
話
の
間
で
も
結
託
型
（
山
梨
県
）
か
ら
『
礦
石

集
』
の
よ
う
に
猫
が
自
分
の
目
を
つ
ぶ
す
こ
と
に
な
る
策
を
授
け
る
話
（
岡
山
県
矢

掛
町
、
香
川
県
）、『
多
満
寸
太
礼
』
に
近
い
対
決
型
（
奈
良
県
、
岡
山
市
）
ま
で
の

ス
ペ
ク
ト
ル
を
持
っ
て
い
る
。

　
『
礦
石
集
』
は
他
に
「
猫
の
踊
り
」
や
「
鶏
報
恩
」
も
収
録
し
て
い
る
こ
と
か
ら

み
て
、
当
時
の
口
承
話
を
比
較
的
忠
実
に
採
録
し
た
の
だ
ろ
う
。
編
者
も
「
洛
陽
の

老
宿
」
つ
ま
り
京
の
年
長
の
僧
が
語
っ
た
話
を
そ
の
ま
ま
記
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

た
だ
昔
話
資
料
集
の
梗
概
か
ら
は
、
こ
れ
ら
の
昔
話
の
死
者
が
と
り
た
て
て
悪
人
で

あ
っ
た
と
は
見
ら
れ
な
い
の
で
、
僧
侶
だ
っ
た
『
礦
石
集
』
の
編
者
ま
た
は
や
は
り

僧
侶
の
話
者
が
仏
教
の
火
車
を
念
頭
に
悪
人
の
設
定
を
加
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

お
そ
ら
く
東
北
地
方
に
多
く
あ
る
結
託
型
の
「
猫
檀
家
」
は
こ
の
よ
う
な
形
か
ら
分

化
し
た
も
の
で
、『
大
悲
呪
』
の
「
な
む
か
ら
た
ん
の
う　

と
ら
や
ー
や
ー
」
を
持

つ
話
が
多
い
こ
と
か
ら
、
曹
洞
宗
の
檀
徒
の
多
い
地
域
に
比
較
的
後
世
に
流
布
し
た

も
の
と
考
え
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、『
礦
石
集
』
や
『
多
満
寸
太
礼
』
の
よ
う
な
話
は
こ
れ
ま
で
見
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て
き
た
中
世
以
来
の
火
車
説
話
の
展
開
過
程
か
ら
飛
躍
し
て
、
し
か
も
話
と
し
て

整
っ
た
形
態
で
猫
を
登
場
さ
せ
て
い
る
の
が
や
や
唐
突
な
感
じ
を
与
え
る
。

　

宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
の
序
を
も
つ
甲
斐
国
の
地
誌
『
裏
見
寒
話
』
巻
二
で

は
、
甲
府
市
の
時
宗
の
名
刹
一
蓮
寺
の
項
で
「
手
形
傘
」
を
紹
介
し
て
い
る
。
中
古

こ
の
寺
に
剛
力
の
住
僧
が
あ
り
、
人
々
は
朝
比
奈
和
尚
と
読
ん
だ
。
あ
る
と
き
葬
礼

で
雷
雨
に
な
り
、
黒
雲
が
堂
内
に
舞
い
下
り
た
。
雷
が
龕
の
上
へ
落
ち
か
か
り
、
雲

か
ら
大
き
な
手
が
和
尚
を
摑
ん
だ
。
和
尚
も
し
ば
し
争
い
、
つ
い
に
雲
か
ら
怪
異
な

獣
を
引
き
下
ろ
し
て
組
み
敷
い
た
。
そ
の
う
ち
空
は
晴
れ
、
怪
物
は
雲
が
な
い
た
め

帰
れ
ず
、
命
乞
い
を
し
た
。
和
尚
は
こ
れ
か
ら
は
時
宗
の
亡
者
を
妨
げ
た
り
、
在
俗

の
家
で
も
時
宗
の
檀
家
に
は
雷
を
落
と
す
な
と
約
束
さ
せ
た
。
証
文
を
書
け
と
言
っ

た
が
怪
物
は
字
を
知
ら
な
い
と
い
う
の
で
傘
に
手
形
を
押
さ
せ
た
。
今
で
も
こ
の
長

柄
傘
を
葬
送
に
は
必
ず
さ
す
と
い
う
。
六
月
の
虫
干
し
に
諸
人
に
見
せ
る
。
手
の
跡

は
猫
の
類
か
、
猫
よ
り
は
ず
っ
と
大
き
い
と
い
う
。
河
童
の
詫
び
証
文
の
よ
う
な
話

で
あ
る
。

　

も
し
中
世
末
か
ら
近
世
初
期
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
、
雷
ま
た
は
火
車
が
死
体
を
奪

う
話
に
猫
を
組
み
入
れ
る
と
す
れ
ば
、『
裏
見
寒
話
』
の
よ
う
に
和
尚
が
雲
か
ら
引

き
ず
り
出
し
て
は
じ
め
て
正
体
が
わ
か
る
と
い
う
の
が
自
然
だ
と
も
思
わ
れ
る
。
も

と
よ
り
文
献
へ
の
掲
載
は
偶
然
に
左
右
さ
れ
る
か
ら
、
口
承
の
世
間
話
の
世
界
で
は

そ
う
い
う
話
が
「
猫
檀
家
」
の
よ
う
な
話
よ
り
も
前
に
成
立
し
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
文
献
的
に
は
い
ま
の
と
こ
ろ
『
裏
見
寒
話
』
よ
り
半
世
紀
も
前
に
「
猫
檀

家
」
的
な
話
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
考
え
て
み
る
と
、『
裏
見
寒
話
』
の
よ
う
な
形
で
猫
を
登
場
さ
せ
て
も
、

ふ
だ
ん
人
に
飼
わ
れ
て
い
る
は
ず
の
猫
が
な
ぜ
い
き
な
り
野
辺
送
り
の
空
に
現
れ
る

の
か
、
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。『
裏
見
寒
話
』
の
怪
物
も
手

形
が
猫
の
よ
う
だ
と
い
う
だ
け
で
、
自
分
か
ら
猫
だ
と
は
名
乗
ら
な
か
っ
た
し
、
明

確
に
猫
の
姿
だ
と
描
写
さ
れ
て
も
い
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
飼
い
猫
に
自
分
の
本

性
を
語
ら
せ
る
『
礦
石
集
』
や
「
猫
檀
家
」
の
よ
う
な
話
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
を

前
提
と
し
て
『
裏
見
寒
話
』
の
よ
う
な
物
語
が
出
現
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
火
車
は
猫
な
の
か
。
こ
れ
は
「
は
じ
め
に
」
で
紹
介
し
た
各

地
の
火
車
の
事
例
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
遺
体
を
安
置
し
た
上
に
刃
物
を
置
い
て
魔

除
け
と
す
る
こ
と
の
由
来
と
し
て
猫
が
死
体
を
ま
た
ぐ
と
死
体
が
動
き
出
す
と
い
う

俗
信
が
広
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
中
国
で
は
僵き
よ
う
し屍

と
い
う
動
く

死
体
の
伝
承
が
多
い
が
、
中
国
で
も
猫
が
僵
屍
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
澤
田
瑞

穂
「
僵
屍
変
」
に
よ
る
と
、

　

あ
る
人
が
死
ん
だ
。
家
人
は
遺
骸
を
室
内
の
木
板
の
上
に
横
た
え
て
置
い

た
。
夜
間
に
一
匹
の
猫
が
そ
の
上
に
き
て
か
ら
、
た
ち
ま
ち
僵
屍
に
変
じ
、
板

の
上
か
ら
這
い
出
し
て
裏
口
か
ら
出
て
い
っ
た
。
家
人
こ
れ
を
秘
し
、
平
日
の

衣
服
を
代
り
に
入
れ
て
納
棺
し
た
。
幾
年
か
経
つ
と
、
家
の
鶏
や
家あ
ひ
る鴨

が
よ
く

失
わ
れ
る
。
猫
に
で
も
食
わ
れ
た
も
の
と
思
っ
て
家
人
は
気
に
も
留
め
な
い
で

い
た
。
あ
る
日
、
一
和
尚
が
訪
れ
、
僵
屍
が
鶏
な
ど
を
取
っ
て
食
う
こ
と
を

教
え
る
。
そ
の
晩
、
家
人
は
家
を
あ
け
て
他
処
に
避
け
る
。
老
和
尚
ひ
と
り
燭

を
点
じ
、
帚ほ
う
きを

手
に
し
て
室
に
坐
す
る
。
夜
半
に
物
音
が
し
て
か
の
僵
屍
が
あ

ら
わ
れ
、
和
尚
に
跳
び
か
か
る
。
身
を
躱か
わ
し
て
帚
を
投
げ
つ
け
る
と
、
僵
屍
は

地
に
倒
れ
て
動
か
な
く
な
っ
た
。（
中
略
）（
鄭
辜
生
『
中
国
民
間
伝
説
集
』
の

「
僵
屍
与
老
和
尚
」）

　

筆
録
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
伝
説
は
長
江
流
域
に
流
布
す
る
。
人
が
死
ん
だ
と

き
、
猫
が
屍
体
の
傍
を
通
る
と
復
活
し
て
、
人
を
見
る
と
抱
き
つ
き
、
人
の
口

か
ら
息
を
吸
う
。
吸
わ
れ
た
人
は
す
ぐ
に
倒
れ
て
死
ぬ
。
た
だ
し
脚
は
硬
直
し

て
い
る
の
で
、
押
し
倒
せ
ば
起
き
上
れ
な
い
と
い
う
）
25
（

。

　

中
国
の
僵
屍
も
箒
を
投
げ
る
と
倒
れ
る
な
ど
、
日
本
と
の
共
通
点
が
多
く
、
日
本

の
伝
承
は
中
国
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
ま
た
東
欧
の
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
の
間
に
伝
承
さ
れ

て
い
た
吸
血
鬼
も
、
猫
や
鳥
な
ど
の
動
物
が
飛
び
こ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
と

さ
れ
て
い
た
）
26
（

。

　

た
だ
僵
屍
や
吸
血
鬼
は
妖
怪
と
し
て
独
自
の
存
在
感
を
持
っ
て
い
る
が
、
日
本
で
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猫
が
ま
た
い
で
動
き
出
し
た
死
体
は
そ
う
で
は
な
い
。
動
き
出
す
瞬
間
の
恐
怖
に
話

の
重
点
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
は
箒
を
投
げ
つ
け
ら
れ
て
倒
れ
る
だ
け
で
、
独
自
の

妖
怪
と
し
て
活
動
す
る
話
は
現
行
民
俗
で
は
あ
ま
り
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。

　

猫
に
関
す
る
怪
異
譚
は
昔
話
と
し
て
は
「
猫
と
南
瓜
」「
鶏
報
恩
」「
猫
の
踊
り
」

「
鍛
冶
屋
の
婆
」「
猫
と
釜
蓋
（
猫
と
茶
釜
の
蓋
）」「
猫
又
屋
敷
」「
鼠
退
治
」
な
ど

種
々
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
日
本
各
地
で
猫
が
普
通
に
飼
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代

に
、
こ
れ
ら
の
話
も
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
猫
と
南
瓜
」
の
カ
ボ
チ
ャ
、

「
猫
と
釜
蓋
」
の
鉄
砲
な
ど
南
蛮
渡
来
の
産
物
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
話
は
、
そ

の
成
立
年
代
も
こ
れ
ら
の
渡
来
普
及
以
後
と
判
断
で
き
る
。
前
述
の
元
禄
六
年
（
一

六
九
三
）
刊
『
礦
石
集
』
巻
一
は
「
猫
檀
家
」
的
な
話
と
と
も
に
「
鶏
報
恩
」「
猫

の
踊
り
」
を
事
実
談
扱
い
で
収
録
し
、
猫
が
大
名
の
母
に
化
け
る
と
い
う
「
鍛
冶
屋

の
婆
」
に
似
た
話
も
収
録
し
て
い
る
。
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
刊
『
曾
呂
利
物

語
』
巻
三
第
五
話
「
猫
ま
た
の
事
」
や
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
刊
『
宿
直
草
』
巻

四
第
一
話
「
ね
こ
ま
た
と
い
ふ
事
」
で
は
、
深
夜
に
山
で
ぬ
た
待
ち
（
湿
地
に
来
る

猪
な
ど
を
待
ち
伏
せ
し
て
射
る
猟
の
一
種
）
を
し
て
い
た
男
が
妻
（
宿
直
草
で
は

母
）
が
来
る
の
を
見
て
妖
怪
だ
と
思
っ
て
射
た
が
、
血
が
家
ま
で
続
い
て
お
り
、
妻

（
母
）
は
無
事
だ
っ
た
が
飼
い
猫
が
縁
の
下
で
死
ん
で
い
た
と
す
る
。
こ
れ
ら
も
狼

梯
子
の
モ
チ
ー
フ
は
な
い
が
「
鍛
冶
屋
の
婆
」
に
近
い
。
十
七
世
紀
の
怪
談
集
に
は

猫
の
話
が
か
な
り
多
く
、
こ
の
時
代
に
は
猫
が
広
く
飼
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
話
は
家
で
飼
わ
れ
て
い
た
猫
が
実
は
化

け
て
い
た
と
い
う
点
で
、『
礦
石
集
』
や
『
多
満
寸
太
礼
』
に
載
せ
ら
れ
た
「
猫
檀

家
」
に
近
い
話
と
も
通
ず
る
。
こ
れ
ら
の
猫
の
怪
談
の
広
が
り
を
背
景
に
し
て
『
礦

石
集
』
な
ど
に
収
録
さ
れ
た
話
が
登
場
し
た
の
だ
ろ
う
。
一
方
、
結
託
型
の
「
猫
檀

家
」
は
猫
が
和
尚
の
た
め
に
一
肌
脱
い
で
檀
家
を
騙
す
話
だ
か
ら
、
妖
術
を
使
え
る

点
で
は
共
通
す
る
と
は
い
え
、
怪
談
の
猫
と
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
異
な
り
、
後
次
的

に
発
生
し
た
も
の
と
見
た
い
。

　
『
多
満
寸
太
礼
』
に
は
猫
が
死
体
を
動
か
す
話
も
あ
っ
た
。
美
濃
国
不
破
郡
の
豊

か
な
農
民
が
城
下
の
商
人
に
娘
を
嫁
が
せ
た
が
、
そ
の
後
娘
を
取
り
戻
し
た
。
娘
は

婚
家
に
残
し
た
子
に
会
え
な
い
の
を
悲
し
み
な
が
ら
病
で
死
ん
だ
が
、
一
夜
明
け
る

と
死
人
が
蘇
っ
た
。
し
か
し
も
の
も
言
わ
ず
、
時
々
木
の
実
や
果
物
を
食
う
だ
け
で

茫
然
と
し
て
い
た
。
神
子
山
伏
の
祈
禱
も
効
果
が
な
か
っ
た
が
、
霊
仏
の
薬
師
の
別

当
に
頼
ん
で
理
趣
分
を
繰
る
と
、
三
日
目
に
飼
い
猫
が
病
人
の
前
で
血
を
吐
い
て
死

に
、
病
人
は
倒
れ
た
。
猫
が
見
入
っ
て
三
十
日
あ
ま
り
過
ぎ
て
い
た
と
い
う
。
猫
が

死
体
を
動
か
す
と
い
う
話
と
し
て
は
管
見
に
入
っ
た
中
で
最
も
古
い
も
の
だ
が
、
死

体
は
た
だ
茫
然
と
座
っ
て
木
の
実
を
食
っ
て
い
る
だ
け
と
い
う
の
は
少
々
情
け
な
い

も
の
が
あ
る
。
日
本
で
は
猫
が
死
体
を
動
か
す
と
い
う
俗
信
が
入
っ
た
だ
け
で
、
僵

屍
の
よ
う
な
妖
怪
譚
全
体
は
伝
播
し
な
か
っ
た
ら
し
い
が
、
猫
が
死
体
を
動
か
す
こ

と
が
で
き
る
魔
物
だ
と
い
う
話
か
ら
、
死
体
を
奪
う
火
車
が
猫
で
あ
る
と
い
う
設
定

が
発
生
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

た
だ
そ
れ
に
し
て
も
、
猫
が
化
け
た
も
の
が
死
体
を
取
る
の
で
あ
れ
ば
、
悪
人
の

死
体
に
限
る
よ
う
な
選
好
を
示
す
だ
ろ
う
か
。『
礦
石
集
』
の
猫
は
悪
人
の
死
体
を

取
る
性
格
を
残
し
て
い
た
が
、『
多
満
寸
太
礼
』
や
「
猫
檀
家
」
の
昔
話
は
そ
う
で

は
な
い
。
火
車
は
死
体
を
取
り
た
い
か
ら
取
る
妖
怪
へ
の
道
を
歩
む
の
で
あ
る
。

　

４　

妖
怪
と
し
て
の
火
車

　

火
車
が
猫
で
あ
る
と
い
う
近
世
説
話
は
前
述
の
『
礦
石
集
』『
多
満
寸
太
礼
』

『
北
越
雪
譜
』
の
ほ
か
、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
に
上
演
さ
れ
た
鶴
屋
南
北
の

『
独ひ
と
り
た
び
ご
じ
ゆ
う
さ
ん
つ
ぎ

道
中
五
十
三
駅
』）27
（

四
幕
目
に
は
駿
河
の
宇
津
ノ
谷
峠
の
猫
石
の
精
霊
が
火
車

に
な
っ
て
屍
を
奪
う
話
が
あ
り
、
精
霊
は
み
ず
か
ら
「
名
付
て
こ
れ
を
火
車
と
い

ふ
」
と
名
乗
っ
て
い
る
。
し
か
し
説
話
や
随
筆
に
火
車
が
登
場
し
て
も
、
必
ず
し
も

猫
と
さ
れ
な
い
正
体
不
明
の
も
の
が
多
い
し
、
猫
以
外
の
も
の
が
火
車
に
な
る
と
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
の
序
が
あ
る
『
老
媼
茶

話
』
巻
二
「
山
寺
の
狸
」
で
は
、
山
寺
の
和
尚
が
「
狐
狸
千
歳
を
経
て
怪
を
な
す
。
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狸
の
年
経
た
る
、
能よ
く

雷
雨
を
起
し
人
の
死
骸
を
さ
ら
ひ
取
。
是
を
人
化火

車者
と
い
ふ
と

い
へ
り
」
と
話
し
て
お
り
、
火
車
は
狸
だ
と
い
う
。

　

宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
刊
『
大
和
怪
異
記
』
巻
七
第
一
話
「
久
右
衛
門
と
い
ふ

も
の
天
狗
に
あ
ふ
事
」
で
は
、
丹
波
国
福
知
山
領
多
和
村
の
久
右
衛
門
が
鹿
を
狙
っ

て
深
夜
に
猟
を
し
て
い
る
と
、
天
狗
倒
し
が
お
び
た
だ
し
か
っ
た
。
豪
傑
の
久
右
衛

門
が
手
を
叩
い
て
笑
う
と
、
空
に
白
布
を
引
い
た
。
弓
で
叩
く
と
ほ
と
ほ
と
と
鳴
っ

た
。
そ
の
う
ち
左
手
の
方
か
ら
物
が
落
ち
か
か
る
の
を
弓
で
射
る
と
、
傍
の
沼
に
落

ち
た
。
近
付
く
と
黒
井
村
の
六
兵
衛
の
死
体
だ
っ
た
。
宿
に
帰
っ
て
黒
井
村
に
人
を

や
っ
て
尋
ね
る
と
「
過
し
夜
身
ま
か
り
し
を
、
火
車
に
と
ら
れ
し
」
と
の
こ
と
だ
っ

た
。
射
た
場
所
を
調
べ
る
と
死
骸
は
な
か
っ
た
が
落
ち
た
跡
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ

の
話
で
は
題
名
を
含
め
、
火
車
は
天
狗
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
火
車
が
狸
や
天

狗
で
あ
る
と
い
う
の
は
猫
の
火
車
か
ら
変
化
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
独
立
し

て
火
車
に
結
び
つ
い
た
解
釈
か
と
思
わ
れ
る
。

　

寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
刊
『
新
著
聞
集
』
第
十
、
奇
怪
篇
「
葬
所
に
雲
中
の
鬼

の
手
を
斬
と
る
」
で
は
旗
本
の
松
平
五
左
衛
門
が
従
弟
の
葬
礼
に
行
く
と
龕
の
上
に

黒
雲
が
か
か
り
、
雲
か
ら
熊
の
手
の
よ
う
な
も
の
が
出
た
の
で
抜
き
打
ち
に
斬
っ

た
。
恐
ろ
し
い
爪
が
三
つ
あ
り
銀
の
針
の
よ
う
な
毛
が
生
え
た
も
の
を
切
り
落
と
し

て
い
た
。
そ
れ
か
ら
こ
の
刀
を
「
火
車
切
」
と
名
づ
け
て
所
持
し
た
が
、
諏
訪
若
狭

守
の
所
望
で
与
え
た
と
い
う
。『
裏
見
寒
話
』
の
一
蓮
寺
の
和
尚
が
組
み
敷
い
た
怪

物
と
同
じ
く
、
猫
の
イ
メ
ー
ジ
は
残
し
て
い
る
が
猫
そ
の
も
の
で
も
な
い
怪
物
で
あ

ろ
う
。
な
お
軍
書
『
甲
陽
軍
鑑
』
品
第
四
十
三
に
は
、
多
田
淡
路
と
い
う
武
士
が

「
既
に
信
州
こ
く
う
ざ
う
山
の
城
に
て
、
く
わ
し
や
を
伐
程
の
此
末
き
れ

て
み
へ
す
」
と
い
う
記

述
が
あ
り
、
不
明
部
分
は
あ
る
が
「
く
わ
し
や
」（
火
車
）
を
斬
っ
た
武
将
の
話
も

近
世
初
期
か
ら
あ
っ
た
。
も
し
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
高
坂
昌
信
が
書
い
た
部
分
が
あ
れ

ば
、
こ
の
記
述
も
戦
国
期
に
遡
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
判
断
は
難
し
い
。

　

十
八
世
紀
後
半
の
根
岸
鎮
衛
『
耳
嚢
』
巻
之
四
「
鬼
僕
の
事
」
で
は
、
芝
田
某

と
い
う
人
が
普
請
の
用
で
美
濃
へ
赴
い
た
。
出
発
前
に
僕
を
雇
っ
て
召
し
連
れ
た

が
、
あ
る
夜
宿
で
夢
と
も
な
く
僕
が
枕
元
に
来
て
、
自
分
は
人
間
で
は
な
く
魍
魎
と

い
う
も
の
だ
、
暇
を
い
た
だ
き
た
い
と
言
っ
た
。
子
細
を
尋
ね
る
と
、
順
番
で
死
人

の
亡
骸
を
取
る
役
が
あ
り
、
今
度
そ
の
役
に
当
た
っ
た
の
で
、
こ
の
宿
か
ら
一
里
ほ

ど
下
の
百
姓
何
某
の
家
の
死
人
を
取
る
と
言
っ
た
。
翌
朝
こ
の
僕
が
い
な
い
の
で
驚

き
、
百
姓
某
の
こ
と
を
尋
ね
る
と
、
そ
の
母
を
今
日
葬
送
し
た
が
野
道
で
黒
雲
が
覆

い
、
棺
の
中
の
死
骸
を
失
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
っ
そ
う
驚
い
た
と
い
う
。
文
政
二
年

（
一
八
一
九
）
序
の
『
茅
窻
漫
録
』
の
「
火
車
」
も
中
国
の
諸
書
を
引
い
て
、
火
車

と
は
魍
魎
だ
と
論
ず
る
。

　
『
耳
嚢
』
や
『
茅
窻
漫
録
』
は
「
死
体
を
奪
う
妖
怪
」
の
存
在
は
受
け
入
れ
な
が

ら
、
そ
れ
を
仏
教
の
火
車
で
は
な
く
魍
魎
と
す
る
と
こ
ろ
が
、
儒
教
の
影
響
の
強
い

近
世
の
武
士
知
識
人
層
の
思
考
を
表
し
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し
そ
れ
ば
か
り
で
は

な
く
、
臨
終
の
人
の
目
に
見
え
る
古
典
的
な
火
車
と
、
死
体
を
奪
う
火
車
と
の
距
離

が
あ
ま
り
に
も
大
き
く
な
り
、
い
わ
ば
火
車
と
カ
シ
ャ
が
別
物
の
よ
う
に
受
け
取
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
表
れ
で
も
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
近
世
の
諸
例
は
死
体
を
奪
う
も
の
を
「
火
車
」
と
記
す
の
が
普
通
で
、

こ
の
点
は
中
世
末
か
ら
近
世
初
期
の
話
で
死
者
を
悪
人
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
り

な
が
ら
「
火
車
」
の
名
称
を
用
い
る
こ
と
は
比
較
的
少
な
か
っ
た
の
と
対
照
的
で
あ

る
。
民
俗
学
の
採
集
資
料
で
は
多
く
カ
シ
ャ
と
片
仮
名
で
書
か
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の

史
料
は
漢
字
で
「
火
車
」
と
書
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
筆
録
者
は
仏
教
の
火
車
を

知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
名
前
と
は
異
な
っ
て
こ
れ
ら
の
「
火
車
」
は
も
は

や
悪
人
を
地
獄
に
連
れ
去
る
性
格
を
失
い
、
死
骸
を
取
る
こ
と
自
体
が
目
的
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
す
で
に
『
多
満
寸
太
礼
』
が
そ
の
傾
向
を
強
く
示
し

て
い
た
。
火
車
が
猫
や
狸
や
魍
魎
な
ら
、
悪
人
を
罰
す
る
仕
事
に
従
事
す
る
の
で
は

な
く
自
分
の
都
合
で
死
体
を
奪
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
が
、
火

車
を
阻
止
す
る
僧
や
武
士
の
活
躍
が
話
の
興
味
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
。「
猫
檀
家
」

の
昔
話
に
至
っ
て
は
、
寺
を
立
派
に
で
き
る
財
力
の
あ
る
家
の
死
者
と
い
う
こ
と
だ

け
が
条
件
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
火
車
が
悪
人
を
取
る
地
獄
の
使
い
の
性
格
を
失
う
過
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程
が
先
に
進
行
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
火
車
の
「
正
体
」
を
め
ぐ
っ
て
猫
を

は
じ
め
狸
、
天
狗
、
魍
魎
な
ど
の
解
釈
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
獣

の
イ
メ
ー
ジ
は
近
世
の
「
雷
獣
」
か
ら
来
た
と
こ
ろ
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
）
28
（

。

　

も
っ
と
も
近
世
に
も
悪
人
で
あ
る
た
め
に
火
車
に
遭
う
話
も
続
い
て
い
る
。
臨
終

の
火
車
に
つ
い
て
は
第
二
章
1
「
火
車
に
引
か
れ
る
人
々
」
で
紹
介
し
た
が
、
死
体

を
奪
わ
れ
る
話
も
い
く
つ
か
あ
る
。
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
の
序
が
あ
る
『
老
媼

茶
話
』
巻
三
「
亡
魂
」
で
は
、
下
野
の
宇
都
宮
上
川
原
町
の
長
嶋
市
左
衛
門
の
妻
が

邪
見
で
、
子
が
な
い
た
め
養
子
を
取
っ
た
が
そ
の
養
子
を
憎
ん
で
殺
し
た
。
そ
の
後

死
霊
に
取
り
付
か
れ
て
狂
死
し
た
が
、
宇
都
宮
の
清
閑
寺
へ
の
野
辺
送
り
の
途
中
で

雷
雨
と
な
り
、
黒
雲
が
棺
を
奪
お
う
と
し
た
。
清
閑
寺
七
代
の
上
人
は
山
本
勘
助
の

孫
で
、
棺
を
取
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
火
葬
に
す
る
と
き
棺
の
中
か
ら
青
い
火
が

出
て
自
然
に
焼
け
た
。
こ
れ
は
業
火
だ
と
い
う
。
寛
文
十
九
年
（
マ
マ
）
の
こ
と
と

す
る
。

　

同
書
巻
五
「
久ク

ツ津
村
の
死
女
」
で
は
、
奥
州
岩
城
領
の
百
姓
庄
三
郎
の
女
房
た
つ

は
慳
貪
邪
見
で
人
を
そ
ね
み
、
二
十
人
を
呪
い
殺
し
た
が
三
十
七
歳
で
死
ん
だ
。
僧

が
髪
を
剃
ろ
う
と
し
て
剃
刀
を
当
て
る
と
亡
者
は
手
を
上
げ
頭
を
振
っ
て
剃
ら
せ

な
か
っ
た
。
鬼
の
よ
う
な
形
相
に
変
化
し
た
の
で
僧
は
用
心
し
て
葬
送
し
た
が
、
雷

雨
と
な
り
黒
雲
が
棺
に
覆
い
か
ぶ
さ
っ
た
の
で
人
々
は
逃
げ
た
。
夜
明
け
に
行
っ
て

み
る
と
棺
は
砕
け
て
死
人
は
な
か
っ
た
。
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
の
こ
と
だ
と
す

る
。

　

こ
の
よ
う
な
例
も
あ
る
が
、
近
世
後
期
に
な
る
と
死
体
を
奪
わ
れ
る
話
の
多
く
は

死
者
の
善
悪
を
記
さ
な
い
。
妖
怪
の
火
車
が
何
の
た
め
に
死
体
を
取
る
の
か
は
、
話

の
中
で
は
明
確
に
語
ら
れ
な
い
。
猫
や
獣
で
あ
れ
ば
食
う
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
の
記
述
の
あ
る
話
は
近
世
に
は
見
出
し
て
い
な
い
。
新
潟
県
な
ど
に
伝
わ
る

弥
三
郎
婆
の
伝
説
で
は
死
体
を
食
っ
た
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
新
潟
県
柏
崎
市
久く

き木

太ぶ
と

で
は
弥
三
郎
の
母
が
鬼
婆
に
な
り
、
弥
三
郎
が
山
で
狼
に
襲
わ
れ
た
と
き
狼
が
鬼

婆
を
呼
ん
で
き
た
の
で
鉈
で
斬
り
つ
け
る
。
家
に
帰
る
と
母
は
鉢
巻
を
し
て
寝
て
い

る
。
そ
の
後
赤
ん
坊
を
食
っ
た
の
で
弥
三
郎
が
斬
り
か
か
る
と
鬼
に
な
っ
て
破
風
か

ら
飛
び
出
し
、
弥
彦
山
へ
行
っ
た
。
一
説
で
は
弥
三
郎
婆
は
そ
の
後
八
石
山
の
岩
屋

に
住
み
、
赤
い
長
柄
の
傘
に
赤
の
衣
を
見
る
と
葬
式
だ
と
知
っ
て
棺
を
さ
ら
い
、
死

人
を
食
っ
た
。
飛
岡
の
浄
広
寺
の
和
尚
が
一
計
を
案
じ
、
青
の
日
傘
に
青
の
衣
に
改

め
た
ら
、
棺
を
奪
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
（『
柏
崎
市
伝
説
集
）
29
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』）。
こ

の
話
は
火
車
説
話
の
一
種
と
い
え
る
が
、
弥
三
郎
婆
の
伝
説
は
弥
彦
山
周
辺
な
ど
新

潟
県
各
地
に
伝
わ
る
の
を
含
め
て
「
鍛
冶
屋
の
婆
」
型
の
話
に
中
心
が
あ
る
の
で
、

こ
の
土
地
で
は
そ
れ
に
火
車
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
、
死
体
を
食
う
の
は
火

車
の
一
般
的
性
格
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
も
と
も
と
の
悪
人
を
地
獄
に
連
れ
て
行

く
と
い
う
設
定
は
失
わ
れ
た
が
、
そ
れ
を
補
う
よ
う
な
死
人
を
奪
う
理
由
は
考
え
出

さ
れ
な
か
っ
た
。
他
の
多
く
の
妖
怪
も
そ
う
だ
ろ
う
が
、
火
車
は
「
葬
送
の
さ
い
雷

雨
に
な
る
」
と
い
う
実
際
の
現
象
お
よ
び
「
葬
送
の
さ
い
死
体
が
奪
わ
れ
る
」
と
い

う
噂
の
中
の
現
象
を
妖
怪
化
し
た
も
の
で
あ
り
）
30
（

、
弥
三
郎
婆
の
よ
う
な
別
の
話
を
取

り
入
れ
な
い
限
り
、
独
自
の
生
活
な
ど
の
奥
行
き
は
本
来
持
っ
て
い
な
い
。

　

火
車
が
人
間
に
死
体
を
奪
わ
れ
た
り
、
自
分
か
ら
死
体
を
捨
て
た
り
す
る
話
が
あ

る
。
天
和
四
年
（
一
六
八
四
）
序
の
『
古
今
犬
著
聞
集
』
巻
十
二
「
慳
貪
女
、
生
キ

な
か
ら

事
」
で
は
、
大
村
因
幡
守
が
船
で
備
前
の
浦
辺
を
通
っ
て
い
る
と
、
黒
雲

が
近
付
き
、
雲
の
中
か
ら
「
あ
ら
か
な
し
や
」
と
い
う
声
が
し
た
。
船
の
上
に
雲
が

来
た
と
き
雲
か
ら
足
が
下
が
っ
て
い
る
の
を
引
き
下
ろ
す
と
死
ん
だ
婆
だ
っ
た
。
訝

し
く
思
っ
て
い
る
と
浦
で
里
人
が
騒
い
で
い
る
の
で
足
軽
に
尋
ね
さ
せ
た
と
こ
ろ
、

材
木
屋
の
邪
慳
放
逸
の
母
が
雲
に
さ
ら
わ
れ
て
い
っ
た
と
話
し
た
。
婆
は
生
き
な
が

ら
空
に
さ
ら
わ
れ
た
の
で
雲
の
中
か
ら
叫
ん
だ
の
だ
ろ
う
が
、
引
き
下
ろ
す
と
死
体

だ
っ
た
と
い
う
の
は
葬
送
の
と
き
死
体
を
奪
わ
れ
る
話
が
も
と
に
あ
っ
た
た
め
の
混

乱
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
話
で
は
死
体
を
引
き
下
ろ
さ
れ
て
も
火
車
は
抵
抗
し
な
い
。

　

大
田
南
畝
『
半
日
閑
話
』「
屋
根
に
溺
死
人
落
つ
」
で
は
、
寛
政
十
二
年
（
一
八

〇
〇
）
四
月
七
日
の
昼
、
浅
草
堀
田
原
の
堀
筑
後
守
の
屋
敷
の
屋
根
に
物
が
落
ち
る

音
が
し
た
。
怪
し
ん
で
調
べ
る
と
日
を
経
た
溺
死
人
だ
っ
た
。
寺
に
葬
り
、
秘
し
て
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人
に
語
ら
な
か
っ
た
。
火
車
と
い
う
も
の
が
取
っ
て
捨
て
た
の
か
、
腐
乱
し
て
い
て

見
分
け
が
た
か
っ
た
と
あ
る
。
火
車
は
死
体
を
取
っ
て
も
腐
る
ま
で
空
を
引
き
回
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ら
の
奇
妙
な
話
は
、
も
と
も
と
堕
地
獄
の
表
象
だ
っ
た
葬
送
時
の
雷
雨
が
次

第
に
変
遷
し
て
死
骸
を
取
る
怪
物
に
ま
で
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
の
歴
史
の
多
く
を

引
き
ず
っ
て
い
る
た
め
、
独
自
の
妖
怪
と
し
て
見
た
場
合
に
は
奥
行
き
が
足
り
な
い

と
こ
ろ
が
露
呈
し
た
も
の
だ
と
も
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

臨
終
の
人
の
目
に
見
え
る
火
車
か
ら
死
体
を
奪
う
怪
物
ま
で
の
変
遷
を
見
て
き
た

が
、
火
車
が
こ
こ
ま
で
性
格
を
変
え
、
善
悪
を
問
わ
ず
人
の
死
骸
を
奪
う
よ
う
に
な

る
必
然
性
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
火
車
の
話
が
単
な
る
昔
話
で
は
な
く
、
実
際
に
某
家
で
火
車

に
死
骸
を
取
ら
れ
た
と
い
う
噂
が
流
布
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要

が
あ
る
。
第
一
章
2
「
雷
の
火
車
」
で
紹
介
し
た
最
上
孝
敬
の
調
査
）
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で
は
、
千
葉
県

の
一
調
査
地
で
は
そ
の
土
地
の
旧
家
が
か
つ
て
葬
送
中
に
死
体
を
奪
わ
れ
た
の
が
カ

ラ
ダ
メ
（
空
荼
毘
）
の
起
源
だ
と
伝
え
る
た
め
、
人
々
は
カ
ラ
ダ
メ
に
つ
い
て
語
る

の
を
憚
っ
た
。
一
方
、
別
の
調
査
地
で
も
同
様
の
伝
承
を
持
つ
も
の
の
、
こ
こ
で
は

死
体
を
奪
う
も
の
を
高
僧
が
袈
裟
を
投
げ
て
撃
退
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
空
荼

毘
に
つ
い
て
話
す
こ
と
を
忌
避
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　

も
し
火
車
や
雷
に
死
体
を
奪
わ
れ
る
こ
と
が
、
そ
の
死
者
が
悪
人
で
あ
る
か
ら
だ

と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
噂
を
立
て
ら
れ
る
こ
と
は
そ
の
死
者
の
評
価
、
ひ
い
て
は

家
の
評
価
に
直
結
す
る
か
ら
、
遺
族
も
安
心
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
中
世
後
期
の
葬

送
の
雷
雨
は
ま
さ
に
堕
地
獄
の
証
拠
と
し
て
話
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
火
車
が
死
体

を
奪
う
妖
怪
に
す
ぎ
な
い
な
ら
、
火
車
が
襲
来
し
た
と
い
う
噂
は
死
者
の
善
悪
と
結

び
つ
か
な
い
か
ら
、
世
間
話
と
し
て
気
楽
に
話
す
こ
と
が
で
き
る
。
火
車
が
次
第
に

妖
怪
化
す
る
こ
と
に
は
こ
の
よ
う
な
社
会
的
背
景
が
あ
り
、
単
な
る
妖
怪
と
し
て
の

火
車
が
悪
人
を
取
る
火
車
を
「
淘
汰
」
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

禅
僧
の
火
車
退
治
譚
の
流
布
に
も
妖
怪
へ
の
方
向
性
が
内
在
し
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
第
二
章
2
で
述
べ
た
曹
洞
宗
の
僧
の
火
車
撃
退
説
話
で
は
死
者
が
悪
人
と

す
る
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
悪
人
の
死
体
が
火
車
に
奪
わ
れ
る
話
に
馴
染
ん
で
い
た

聞
き
手
の
中
に
は
、
い
か
な
る
罪
人
で
も
僧
の
力
で
火
車
か
ら
守
ら
れ
る
こ
と
に
違

和
感
を
持
つ
人
も
い
た
で
あ
ろ
う
。『
驢
鞍
橋
』
の
徳
川
家
康
が
死
体
を
「
な
ぜ
く

れ
て
や
ら
な
ん
だ
」
と
問
う
た
の
は
そ
う
い
う
疑
問
か
ら
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

高
僧
の
火
車
撃
退
譚
を
語
り
伝
え
る
な
ら
、
死
者
が
悪
人
と
い
う
こ
と
に
し
な
い
方

が
収
ま
り
が
よ
い
。
と
い
っ
た
心
理
か
ら
悪
人
の
設
定
が
脱
落
す
れ
ば
、
そ
の
反
作

用
で
火
車
は
獄
卒
か
ら
妖
怪
へ
と
重
心
を
移
す
こ
と
に
な
る
。
近
世
初
期
の
『
漢
和

希
夷
』
の
雲
洞
庵
の
僧
が
火
車
か
ら
守
っ
た
死
者
も
、
す
で
に
悪
人
と
は
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
。

　

ま
た
僧
と
猫
が
結
託
す
る
「
猫
檀
家
」
は
曹
洞
宗
寺
院
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
場
合

も
あ
る
）
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の
で
、
僧
が
広
め
た
面
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
猫
の
報
恩
譚

で
あ
る
と
同
時
に
、
煎
じ
詰
め
れ
ば
「
火
車
事
件
は
寺
院
の
自
作
自
演
で
あ
る
」
と

い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
話
が
成
立
す
る
背
景
に
は
、
各
地
の
禅
宗
寺
院
が
僧

の
火
車
撃
退
を
事
跡
と
し
て
宣
伝
す
る
こ
と
へ
の
批
判
的
意
識
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ

る
。
こ
の
話
の
火
車
は
飼
い
主
の
僧
以
外
の
誰
が
祈
っ
て
も
棺
を
下
ろ
さ
な
い
の
だ

か
ら
、
火
車
の
方
が
僧
の
法
力
よ
り
強
い
こ
と
に
も
な
る
。
お
寺
が
伝
え
る
火
車
退

治
の
話
は
、
実
は
「
秘
密
が
保
た
れ
た
猫
檀
家
」
で
は
な
か
っ
た
の
か
）
33
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。
ユ
ー
モ
ラ

ス
な
昔
話
だ
が
、
檀
家
の
民
衆
が
坊
さ
ん
を
笑
い
の
対
象
に
し
て
ゆ
く
視
線
も
感
じ

さ
せ
る
。

　

妖
怪
に
つ
い
て
は
柳
田
國
男
が
ハ
イ
ネ
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
神
の
零
落
説
を
は
じ
め

と
し
て
多
く
の
研
究
や
解
説
が
あ
る
が
、
歴
史
的
に
扱
う
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。

そ
の
中
に
あ
っ
て
火
車
は
仏
教
の
説
が
元
で
あ
る
の
が
明
確
で
あ
り
、
各
時
代
の
史

料
が
比
較
的
そ
ろ
っ
て
お
り
、
段
階
を
追
っ
て
変
遷
し
た
よ
う
す
を
明
ら
か
に
し
う
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る
点
で
他
の
妖
怪
に
は
少
な
い
好
条
件
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
白
昼
に

現
れ
て
葬
送
の
途
中
の
死
骸
を
さ
ら
う
の
も
他
の
妖
怪
に
は
少
な
い
劇
的
な
ふ
る
ま

い
で
あ
り
、
し
か
も
全
国
に
出
没
し
て
い
る
。

　

妖
怪
が
神
か
ら
零
落
し
た
と
い
う
説
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
は
現
在
の
研

究
段
階
で
は
で
き
な
い
が
、
意
外
に
も
火
車
は
地
獄
へ
罪
人
を
引
っ
立
て
て
ゆ
く
本

来
の
あ
り
よ
う
か
ら
、
猫
や
狸
や
魍
魎
へ
と
「
零
落
」
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
と
も
閻
魔
王
宮
の
職
員
か
ら
独
立
自
尊
の
妖
怪
へ
「
上
昇
」

し
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
筆
者
は
妖
怪
研
究
に
詳
し
い
わ
け
で
は
な

い
の
で
、
火
車
の
変
遷
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
「
妖
怪
」
と
い
う
も
の
を
ど
う
理
解
す

る
か
、
と
い
う
問
題
に
ま
で
踏
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

ま
た
変
遷
の
各
段
階
を
示
す
こ
と
と
、
段
階
ご
と
の
移
行
の
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
稿
で
も
「
葬
送
の
と
き
の
雷
雨
が
堕
地
獄

の
証
拠
と
さ
れ
る
」
段
階
か
ら
「
葬
送
の
さ
い
雷
な
ど
が
死
体
を
奪
う
」
と
い
う
段

階
へ
は
飛
躍
が
あ
る
が
、
死
体
消
失
の
モ
チ
ー
フ
が
何
に
由
来
す
る
の
か
は
明
ら
か

に
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
火
車
が
猫
と
結
び
つ
く
過
程
に
つ
い
て
も
、
よ
り
詳
細
な

解
明
が
必
要
で
あ
る
。
今
後
と
も
検
討
を
進
め
た
い
が
、
そ
れ
と
と
も
に
よ
い
史
料

が
発
見
紹
介
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

俗
信
に
関
す
る
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
研
究
に
参
加
す
る
に
あ
た
り
、
こ

れ
ま
で
自
分
が
專
門
に
し
て
き
た
中
世
の
葬
送
儀
礼
を
扱
う
こ
と
も
考
え
た
が
、
葬

儀
は
あ
る
意
味
で
は
俗
信
の
塊
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
の

研
究
の
繰
り
返
し
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
や
、
こ
の
共
同
研
究
で
設
定
さ
れ
た
目

標
の
一
つ
が
妖
怪
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
葬
送
に
関
連
し
た
妖
怪
と
し
て
火
車
を
選
ん

だ
。
こ
の
テ
ー
マ
は
か
な
り
前
か
ら
温
め
て
い
た
が
、
今
回
発
表
の
機
会
を
得
る
こ

と
が
で
き
た
こ
と
に
感
謝
し
た
い
。
ま
た
火
車
の
史
料
収
集
に
あ
た
り
、
安
沢
出
海

氏
の
サ
イ
ト
「
火
車
の
資
料
」
を
参
考
に
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。http://

w
w
w
.geocities.jp/izum

ikaw
auso/ronbun/kasha.htm

l

註（
1
）　

佐
藤
義
則
『
羽
前
小
国
郷
の
伝
承
』（
岩
崎
美
術
社
、
一
九
八
〇
年
）
七
〇
〜
七
一
頁
。

（
2
）　

今
野
円
輔
『
檜
枝
岐
民
俗
誌
』（
日
本
民
俗
誌
大
系　

第
九
巻
、
角
川
書
店
、
一
九
七
四
年
）

三
三
頁
（
初
出
は
刀
江
書
院
、
一
九
五
一
年
）。

（
3
）　
『
群
馬
県
史　

資
料
編
26　

民
俗
2
』（
群
馬
県
、
一
九
八
二
年
）
一
二
三
五
頁
。

（
4
）　

瀬
川
清
子
『
日
間
賀
島
民
俗
誌
』（
刀
江
書
院
、
一
九
五
一
年
）
八
一
頁
。

（
5
）　

高
谷
重
夫
「
祖
谷
山
村
の
民
俗
」（
日
本
民
俗
誌
大
系　

第
一
〇
巻
、
角
川
書
店
、
一
九

七
六
年
）
二
九
六
頁
（
初
出
は
『
ひ
だ
び
と
』
九
巻
一
号
、
一
九
四
〇
年
）。
な
お
「
ク
ワ

シ
ャ
」
の
表
記
は
現
代
で
は
「
ク
ヮ
シ
ャ
」
と
な
る
べ
き
も
の
で
、
日
本
民
俗
誌
大
系
が
旧

表
記
の
「
ク
ワ
シ
ヤ
」
を
現
代
表
記
に
直
す
に
あ
た
っ
て
不
正
確
に
表
記
し
た
も
の
か
と
思

う
が
、
民
俗
誌
大
系
の
ま
ま
と
し
た
。

（
6
）　

小
泉
弘
・
山
田
宗
全
校
注
『
宝
物
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
40
『
宝
物
集　

閑
居
友　

比
良
山
古
人
霊
託
』
岩
波
書
店　

一
九
九
三
年
）
の
脚
注
を
参
考
に
し
た
。

（
7
）　

勝
田
至
『
死
者
た
ち
の
中
世
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
第
三
章
・
第
四
章
。

（
8
）　

勝
田
至
「
中
世
後
期
の
葬
送
儀
礼
」（『
中
世
の
墓
と
葬
送
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
六
年
）

一
九
九
〜
二
〇
〇
頁
。

（
9
）　

中
市
謙
三
「
野
辺
地
地
方
」（
日
本
民
俗
誌
大
系　

第
十
二
巻
、
角
川
書
店
、
一
九
七
六
年
）

四
八
九
頁
（
初
出
は
『
旅
と
伝
説
』
第
六
巻
七
号　

一
九
三
三
年
）。

（
10
）　

最
上
孝
敬
『
霊
魂
の
行
方
』（
名
著
出
版
、
一
九
八
四
年
）
九
二
頁
。

（
11
）　

同
右
、
一
〇
〇
頁
。
な
お
最
上
氏
の
著
書
に
つ
い
て
は
山
田
慎
也
「
火
車
」（『
日
本
民
俗

大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
に
教
え
ら
れ
た
。

（
12
）　

冨
士
昭
雄
「
奇
異
雑
談
集
の
成
立
」「
資
料
紹
介　

漢
和
希
夷
」（『
駒
澤
国
文
』
九
号
、

一
九
七
二
年
。
の
ち
冨
士
昭
雄
編
『
江
戸
文
学
と
出
版
メ
デ
ィ
ア
―
近
世
前
期
小
説
を
中
心

に
―
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
一
年
に
再
録
）

（
13
）　

堤
邦
彦
「
火
車
と
禅
僧
―
近
世
奇
談
文
芸
の
淵
源
」（『
近
世
説
話
と
禅
僧
』
和
泉
書
院
、

一
九
九
九
年
）
九
二
頁
。

（
14
）　

同
右
、
九
三
〜
九
九
頁
。

（
15
）　

阪
口
弘
之
校
注
『
牛
王
の
姫
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
90
『
古
浄
瑠
璃　

説
経
集
』
岩
波

書
店
、
一
九
九
九
年
）。

（
16
）　

堤
邦
彦
、
前
掲
「
火
車
と
禅
僧
―
近
世
奇
談
文
芸
の
淵
源
」
一
〇
六
〜
一
〇
九
頁
。

（
17
）　
『
新
版　

静
岡
県
伝
説
昔
話
集
』
下
巻
（
羽
衣
出
版
、
一
九
九
四
年
）
九
八
〜
九
九
頁
。

一
九
三
四
年
に
静
岡
県
女
子
師
範
学
校
の
郷
土
研
究
会
が
発
行
し
た
『
静
岡
県
伝
説
昔
話
集
』

を
現
代
表
記
に
し
た
も
の
。
な
お
こ
の
話
の
伝
承
地
の
磐
田
郡
佐
久
間
町
は
現
在
の
浜
松
市

天
竜
区
佐
久
間
町
。
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（
18
）　

関
敬
吾
編
『
日
本
昔
話
大
成
6　

本
格
昔
話
五
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
八
年
）
六
二
〜

七
五
頁
。

（
19
）　

福
田
晃
「『
猫
檀
家
』
の
伝
承
・
伝
播
」（『
昔
話
の
伝
播
』
弘
文
堂
、
一
九
七
六
年
）

一
〇
四
〜
一
五
一
頁
。
な
お
福
田
晃
「
猫
檀
家
」（『
日
本
昔
話
事
典
』
弘
文
堂
、
一
九
七
七

年
）
に
分
布
図
を
掲
載
す
る
。

（
20
）　

山
田
厳
子
「
火
車
説
話
の
受
容
と
展
開
」（
堤
邦
彦
・
徳
田
和
夫
編
『
寺
社
縁
起
の
文
化
学
』

森
話
社
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
21
）　

堤
邦
彦
、
前
掲
「
火
車
と
禅
僧
―
近
世
奇
談
文
芸
の
淵
源
」
一
一
〇
〜
一
一
一
頁
。

（
22
）　

福
田
晃
、
前
掲
「『
猫
檀
家
』
の
伝
承
・
伝
播
」。

（
23
）　

こ
の
話
の
記
述
は
福
田
論
文
の
ほ
か
、『
日
本
昔
話
通
観　

第
19
巻　

岡
山
』（
同
朋
舎
、

一
九
七
九
年
）
を
参
考
に
し
た
。

（
24
）　

こ
の
話
も
福
田
論
文
の
ほ
か
、『
日
本
昔
話
通
観　

第
21
巻　

徳
島
・
香
川
』（
同
朋
舎
、

一
九
七
八
年
）
を
参
考
に
し
た
。

（
25
）　

澤
田
瑞
穂
『
修
訂　

鬼
趣
談
義
』（
平
河
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
二
八
四
頁
。

（
26
）　

た
と
え
ば
セ
ル
ビ
ア
で
は
、
ヴ
ー
ク
・
カ
ラ
ジ
ッ
チ
『
セ
ル
ビ
ア
語
辞
典
』（
一
八
一
八
）

に
よ
る
と
「
ま
と
も
な
人
間
は
吸
血
鬼
に
は
な
り
得
な
い
。
な
に
か
の
鳥
が
彼
の
屍
体
の
上

を
越
え
て
飛
ぶ
か
、
ほ
か
の
な
に
か
の
動
物
が
飛
び
越
さ
な
い
か
ぎ
り
は
。
そ
の
た
め
に
、

人
々
は
絶
え
ず
屍
体
を
な
に
か
が
そ
の
上
を
越
え
て
行
く
こ
と
が
な
い
よ
う
に
見
守
っ
て
い

る
」（
栗
原
成
郎
『
ス
ラ
ヴ
吸
血
鬼
伝
説
考
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
〇
年
、
二
五
〜
二
六

頁
）
と
い
う
。

（
27
）　

郡
司
正
勝
他
編
『
鶴
屋
南
北
全
集
』
第
十
二
巻
（
三
一
書
房　

一
九
七
四
年
）。
こ
の
資
料

に
つ
い
て
は
二
〇
〇
八
年
六
月
一
四
日
に
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
で
報
告
し
た
際
、
横
山
泰

子
氏
か
ら
ご
教
示
を
得
た
。

（
28
）　

雷
獣
が
猫
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
説
も
近
世
に
は
あ
っ
た
。『
甲
子
夜
話
』
巻
二
、
第

三
十
三
条
に
よ
る
と
出
羽
国
秋
田
は
雪
が
深
い
が
冬
に
雷
が
鳴
る
。
落
雷
の
た
び
に
雷
が
落

ち
、
形
は
猫
の
よ
う
だ
と
秋
田
の
支
封
佐
竹
壱
岐
守
（
義
純
）
の
叔
父
中
務
が
語
っ
た
と
す

る
。
秋
田
侯
の
近
習
某
は
家
の
屋
根
に
雷
が
落
ち
、
雷
獣
が
い
た
の
を
捕
獲
し
て
煮
て
食
っ

た
と
い
う
。

（
29
）　
『
柏
崎
市
伝
説
集
』
柏
崎
市
教
育
委
員
会　

一
九
七
二
年　

一
三
九
〜
一
四
〇
頁
。

（
30
）　

京
極
夏
彦
「
モ
ノ
化
す
る
コ
ト　

怪
異
と
妖
怪
を
巡
る
妄
想
」（
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
編

『
怪
異
学
の
技
法
』
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
は
「
ぬ
り
か
べ
」
を
例
に
現
象
（
コ
ト
）
が

妖
怪
（
モ
ノ
）
化
す
る
傾
向
を
論
じ
て
い
る
。
た
だ
火
車
の
場
合
、
初
発
に
仏
教
の
火
車
が

あ
り
、
そ
の
後
の
展
開
過
程
で
も
こ
の
典
拠
の
記
憶
が
ま
っ
た
く
失
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
点
で
、
純
粋
な
「
コ
ト
」
と
は
い
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
31
）　

註
（
10
）
に
同
じ
。

（
32
）　

長
野
県
上
水
内
郡
小
川
村
瀬
戸
内
の
曹
洞
宗
法
蔵
寺
に
昔
猫
が
い
た
。
法
衣
の
掛
け
方
が

朝
に
な
る
と
違
い
、
裾
が
濡
れ
て
い
る
の
で
和
尚
が
夜
中
に
見
張
る
と
猫
が
法
衣
を
着
て
境

内
の
堂
に
獣
を
集
め
て
説
法
し
た
。
翌
朝
和
尚
が
ほ
め
る
と
猫
は
姿
を
消
す
。
千
見
（
大
町

市
）
の
郷
主
の
年
寄
り
が
死
に
、
猫
が
そ
の
上
を
飛
び
こ
え
た
の
で
死
体
が
暴
れ
、
読
経
で

も
治
ま
ら
な
い
。
死
人
が
「
お
れ
は
古
山
の
法
蔵
寺
で
な
け
り
ゃ
助
か
ら
ね
え
」
と
言
っ
た

の
で
法
蔵
寺
が
呼
ば
れ
、
無
事
葬
儀
を
済
ま
せ
た
。
こ
れ
か
ら
千
見
の
七
十
五
軒
が
法
蔵
寺

の
檀
家
に
な
っ
た
の
で
猫
檀
家
と
呼
ば
れ
る
と
い
う
。（『
日
本
昔
話
通
観
12　

山
梨
・
長
野
』

同
朋
舎
、
一
九
八
一
年
、
一
〇
五
〜
一
〇
七
頁
）

　
　
　

新
潟
県
阿
賀
野
市
折
居
の
曹
洞
宗
岩
村
寺
は
猫
寺
と
呼
ば
れ
る
。
二
代
柏
葉
が
雲
水
の
こ

ろ
折
居
に
庵
を
結
び
黒
猫
と
暮
ら
し
た
。
あ
る
夜
猫
が
夢
枕
に
立
ち
、
寿
命
が
き
た
の
で
最

後
に
ご
恩
返
し
を
し
た
い
、
あ
す
北
の
方
か
ら
迎
え
が
来
る
と
言
っ
た
。
翌
朝
猫
は
死
ん
で

い
た
。
そ
の
こ
ろ
新
発
田
溝
口
家
の
御
用
金
を
預
か
る
岩
村
家
で
は
、
主
人
忠
左
衛
門
の
母

の
葬
式
の
最
中
に
棺
が
空
中
に
舞
い
上
が
っ
た
。
多
く
の
僧
が
読
経
し
た
が
効
果
が
な
く
、

易
者
が
折
居
庵
の
雲
水
を
呼
べ
と
言
っ
た
。
柏
葉
が
読
経
す
る
と
棺
は
元
の
場
所
に
戻
っ
た
。

岩
村
家
で
は
本
堂
と
水
田
二
町
歩
を
寄
進
し
、
猫
の
墓
も
建
て
て
供
養
し
た
。
猫
の
墓
は
今

も
残
っ
て
い
る
。（
小
山
直
嗣
『
越
佐
の
伝
説
』
野
島
出
版
、
一
九
七
三
年
）

　
　
　

岩
手
県
二
戸
市
浄
法
寺
町
の
曹
洞
宗
福
蔵
寺
に
伝
え
ら
れ
る
伝
説
で
は
、
住
職
の
母
が
ト

ラ
と
い
う
猫
を
三
十
年
飼
っ
て
い
た
が
、
母
の
夢
に
ト
ラ
が
現
れ
、
長
々
お
世
話
に
な
っ
た

が
暇
を
い
た
だ
く
、
住
職
も
出
世
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
言
っ
た
。
そ
の
後
南
部
の
殿
様
の
葬
式

で
棺
が
巻
き
上
げ
ら
れ
た
が
、
住
職
大
突
の
祈
念
で
降
り
た
の
で
寺
門
は
繁
栄
し
た
と
い
う
。

大
突
は
猫
塚
を
築
い
て
猫
を
弔
っ
た
が
猫
塚
は
現
存
し
な
い
。
し
か
し
大
正
十
一
年
、
大
般

若
堂
の
修
理
の
さ
い
天
井
裏
か
ら
猫
の
頭
蓋
骨
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
。
二
戸
市
商
工
会
の

サ
イ
ト
「
猫
塚
物
語
」
に
よ
る
。

　
　

http://w
w
w
.shokokai.com

/ninohe/m
inw
a/j-m

inw
a/j-m

inw
a04.htm

l

（
33
）　

第
二
章
2
で
触
れ
た
「
火
車
落
と
し
の
袈
裟
」
を
伝
え
る
新
潟
県
南
魚
沼
市
の
雲
洞
庵
に

つ
い
て
、
北
に
一
〇
〇
キ
ロ
近
く
離
れ
た
五
泉
市
（
旧
中
蒲
原
郡
村
松
町
）
で
採
集
さ
れ
た

昔
話
は
「
猫
檀
家
」
の
話
を
語
り
、
雲
洞
庵
の
本
尊
は
三
毛
猫
だ
と
し
て
い
た
（『
日
本
昔
話

通
観
10　

新
潟
』
同
朋
舎
、
一
九
八
四
年
、
四
〇
三
頁
）。

（
芦
屋
大
学
・
京
都
光
華
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
、

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
一
一
年
七
月
一
四
日
受
付
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
一
日
審
査
終
了
）
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Kasha, which emerges in modern folklore, is a kind of monster which appears in the sky over funeral processions 

and carries away the dead. The monster is often identified as a cat, and “nekodanka,” which is an old tale of a cat 

playing tricks together with the priest of a poor temple to make the temple prosper, is also known in various places.

Kasha was originally a Buddhist carrier that allegedly took villains to hell. However, when kasha is portrayed as 

a monster, its Buddhist character is weakened, and the dead taken by kasha are not necessarily villains. The first half 

of this article clarifies the connection between kasha in Buddhism and kasha as a monster, using medieval materials. 

During the Muromachi period, kasha for the death was “externalized,” and thunderstorms were considered to 

represent going to hell, while in the last half of the 16th century, the story of thunder carrying away the dead 

appeared. At the same time, at the end of the Sengoku period, the story of a Zen Buddhist monk defeating kasha 

gained ground. People’s concerns about thunderstorms at funeral processions are connected with the fact that in the 

last half of the Middle Ages, gorgeous funeral processions of the upper classes attracted many spectators.

It seems that kasha were first identified as cats in the late 17th century. In early modern times, kasha were also 

identified as raccoon dogs, tengu, moryo, etc., leaving Buddhism and beginning to walk alone as unique monsters. 

The traditional story of kasha, which appears at the death of a villain, was continued until early modern times, but 

in the story of kasha as a monster carrying away the dead, the dead was often not villains. If kasha still had the 

character of a monster which carries away people to hell, the rumor that kasha took the dead might have tarnished 

the reputation of the latter. For this reason, the character of kasha as a tormenting devil in hell would have gradually 

been weakened.

Key words: Kasha, hell, nekodanka, funeral
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