
子
ど
も
と
富

〈
異
常
児
〉
を
め
ぐ
る
〈
世
間
話
〉

山
　
田
　
厳
　
子

　
は
じ
め
に

一　
福
子
・
宝
子

二
　
鬼
　
　
子

三
　
金
銭
と
異
常
児
の
交
換

四
　
富

と
異
常
児
の
獲
得

五
　
金
銭

と
異
常
児
の
獲
得

六
　
富
と
異
常
児
の
去
来

七
　
富
を
も
た
ら
す
異
常
児

　
お

わ

り
に

子どもと富

論

文

要

旨

　
通
常

と
は
違
っ
た
特
徴
を
持
つ
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
民
俗
社
会
の
中
で
は
歓
迎
さ

れ
ざ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
民
俗
社
会
の
中
で
語
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
話
の
中

か

ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
が
却
っ
て
富
を
も
た
ら
す

と
説
明
す
る
話
も
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
現
実
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
、
し
か
も
事
実
そ
の
も
の
と
は
い
え
な

い
話

（
世
間

話
）
を
例
と
し
て
検
討
し
な
が
ら
通
常
と
は
違
う
子
ど
も
に
対
す
る
「
過
剰
な

意
味
づ
け
」
を
問
う
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
「
歓
迎
さ
れ
る
」
異
常
児
と
し
て
「
福
子
」
が
、
「
忌
避
さ
れ
る
」
異
常
児
と
し
て
「
鬼
子
」

が

挙
げ

ら
れ
る
。
「
福
子
」
に
は
自
身
を
犠
牲
に
し
て
「
家
」
の
繁
栄
を
も
た
ら
す
イ
メ
ー

ジ

が

あ
る
。
一
方
「
鬼
子
」
に
は
「
富
」
と
と
も
に
「
他
界
」
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
イ
メ
ー

ジ

と
、
歓
待
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
富
」
を
も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。

　
異
常
児
が
、
富
と
と
も
に
他
界
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
異
常
児
の
去

来
に
よ
っ
て
家
の
盛
衰
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
話
へ
と
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
異
常
児

の

誕
生
と
い
う
不
幸
に
よ
っ
て
「
富
」
の
獲
得
と
い
う
幸
福
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
ろ
う
と
す

る
家
の
外
部
の
者
の
心
意
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
子

ど
も
の
「
異
常
」
の
説
明
の
た
め
に
「
富
」
の
推
移
が
語
ら
れ
、
家
の
盛
衰
の
説
明
の

た
め
に

「
異
常
児
」
の
誕
生
が
語
ら
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
「
異
常
児
」
は

家
の
盛
衰
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
霊
的
な
存
在
と
受
け
取
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。

267



国立歴史民俗博物館研究報告　第54集　（1993）

は

じ
め
に

　
山
上
憶
良
を
例
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
子
ど
も
を
「
宝
」
に
た
と
え
る
の
は
広
く

行
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
江
戸
の
雑
俳
、
川
柳
の
類
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　

「
子
宝
の

あ
る
で
浮
世
も
捨
て
ら
れ
ず
」
（
宝
暦
中
「
和
歌
ゑ
び
す
」
）

　
　

「
何
事
も
心
に
あ
ら
ぬ
身
な
れ
ど
も
子
の
宝
こ
そ
ま
つ
は
欲
し
け
れ
」
（
「
相
模

　
（
2
）

　
　
集
」
）

な
ど
と
詠
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ど
の
よ
う
な
子
で
も
「
宝
」
と
慈
し
ま
れ
た
と
は

限
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　

「
子
宝
は
稀
で
首
枷
ぽ

か
り
出
来
　
子
は
三
界
の
首
つ
枷
」
（
「
相
模
集
」
）

と
詠
ん
だ
川
柳
も
あ
る
。

　
望

ま
れ
る
「
子
ど
も
」
の
条
件
が
、
　
一
人
前
の
労
働
力
を
担
い
、
子
孫
を
残
し
、

家
や
親
に
「
富
」
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
よ
う
な
通
常
の

コ

ー
ス
を
辿
ら
な
い
子
ど
も
は
社
会
の
中
で
は
「
子
宝
」
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
「
子
ど
も
」
を
社
会
で
は
ど
の
よ
う
に
遇
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
「
子
ど
も
」
を
見
つ
め
る
ま
な
ざ
し
は
ど
の
よ
う
な

種
類
の

も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
民
俗
社
会
の
中
で
通
常
の
コ
ー
ス
を
た
ど
れ
な
い
「
子
ど
も
」
と
富

が
深
く
関
わ
る
と
い
う
言
説
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
言
説
は
現
実
の
「
子
ど

も
」
を
想
定
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
言
説
を
民
俗
学
の
用
語
を

踏
襲
し
て
「
世
間
話
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
「
世
間
話
」
と
い
う
民
俗
学
の
用

語
は
近
年
そ

の

概
念
の
問
い
直
し
が
盛
ん
で
あ
る
。
「
世
間
話
」
を
〈
類
型
〉
や
〈
伝

承
〉
に
〈
囲
い
込
む
〉
こ
と
な
く
、
そ
れ
が
生
み
出
さ
れ
る
〈
場
〉
に
注
目
し
、
日

常
生
活
の
レ

ベ

ル
か

ら
「
現
在
」
を
対
象
化
し
て
ゆ
く
た
め
の
方
法
と
し
て
評
価
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

よ
う
と
い
う
重
信
幸
彦
氏
の
提
言
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
同
氏
の

提
言
の

有
効
性
を

否
定
す

る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
用
い
る
「
世
間
話
」

の

意
味
は
次
の
よ
う
に
限
定
す
る
。

　
「
論
理
的
な
議
論
に
ま
で
高
ま
ら
ず
、
類
型
に
堕
し
や
す
く
、
伝
統
的
な
思
考
の

枠
組
み
に

は

ま
り
や
す
い
話
。
そ
れ
が
類
型
で
あ
る
こ
と
が
必
ず
し
も
意
識
さ
れ
て

お

ら
ず
、
個
人
の
思
考
や
語
ら
れ
る
場
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
よ
り
多
く
集
団
の

無
意
識
の
思
考
の
型
を
表
し
て
い
る
話
。
」

　
「
話
」
に
は
類
型
に
す
す
ん
で
は
ま
ろ
う
と
す
る
動
き
と
類
型
か
ら
は
ず
れ
よ
う

　
　
　
　
　
　
（
5
）

と
す
る
動
き
が
あ
る
。
類
型
と
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
知
る
こ
と
は
我
々
を
拘
束

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

す

る
無
意
識
の
思
考
の
型
を
知
る
上
で
有
効
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
話
の
「
，
類

型
」
を
見
い
だ
す
の
は
そ
の
話
を
民
俗
学
の
考
察
の
対
象
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
研

究
者
で
あ
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
。
こ
こ
で
は
、
通
常
の
コ
ー
ス
を
た
ど
ら
な
い

子

ど
も
に
ま
つ
わ
る
話
を
類
型
化
し
、
考
察
す
る
こ
と
で
人
々
の
そ
の
よ
う
な
子
ど

も
に
対
す
る
心
意
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

ま
た
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
通
常
の
コ
ー
ス
を
た
ど
る
こ
と
の
な
い
「
子
ど

も
」
を
「
異
常
児
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
あ
る
子
ど
も
の
特
徴
を
「
個
性
」

「
差
異
」
と
み
な
す
か
「
異
常
」
と
み
な
す
か
は
、
そ
の
子
ど
も
の
属
す
る
社
会
の

側
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
異
常
児
」
と
は
、
そ
の
社
会
の
中
で
「
異
常
」

と
み
な
さ
れ
る
少
数
者
と
し
て
の
特
徴
を
も
つ
子
ど
も
を
意
味
す
る
。
肉
体
的
な
過
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子どもと富

剰
や
欠
損
、
成
長
の
遅
速
、
あ
る
種
の
能
力
の
有
無
を
「
異
常
」
と
み
な
し
、
過
剰

な
意
味
づ
け
を
与
え
て
き
た
の
は
そ
の
子
ど
も
を
と
り
ま
く
社
会
で
あ
る
。
本
稿
の

目
的
は
そ
の
「
過
剰
な
意
味
付
け
」
自
体
を
問
う
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
。

一　
福
子
・
宝
子

　

明
治
三
九
年
に
淡
路
島
（
兵
庫
県
津
名
郡
）
で
生
ま
れ
た
祖
母
は
あ
る
時
、
筆
者

に
次
の
よ
う
な
話
を
し
た
。

　
「
福
の
神
は
あ
ほ
を
嫌
わ
ん
言
う
て
な
、
A
旅
館
も
S
や
ん
い
う
あ
ほ
の
子
が
お

る
う
ち
は
え
ら
い
繁
盛
し
よ
っ
た
け
ん
ど
、
そ
の
後
は
さ
っ
ぱ
り
や
な
。
」

　

障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
「
フ
ク
ゴ
・
タ
カ
ラ
ゴ
・
フ
ク
ム
シ
・
フ
ク
ス
ケ
」
な
ど

と
呼
ん
で
特
別
な
意
味
を
与
え
た
こ
と
は
大
野
智
也
・
芝
正
夫
両
氏
の
『
福
子
の
伝

（
7
）

承
』
に
詳
し
い
。
こ
こ
で
「
フ
ク
ゴ
・
タ
カ
ラ
ゴ
（
福
子
・
宝
子
）
」
な
ど
と
呼
ば

れ
て

い

る
の
は
精
神
薄
弱
、
聾
唖
、
身
体
不
自
由
な
ど
の
子
ど
も
で
あ
る
。
芝
氏
は

全

国
へ
の
三
四
九
通
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
か
ら
六
〇
例
の
事
例
を
得
て
い
る
。
そ

の

分
布
は
「
関
西
に
濃
密
に
分
布
し
、
そ
の
周
辺
、
山
陰
、
岡
山
県
を
除
く
瀬
戸
内

海
を
囲

む
府
県
に
は
こ
と
ご
と
く
事
例
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
東
北
か
ら
関
東
に

続
く
太
平
洋
岸
か
ら
の
報
告
例
は
な
い
。
東
北
地
方
か
ら
も
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

も
の
が
あ
が
っ
て
き
て
い
る
が
、
大
勢
を
占
め
る
も
の
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
」

と
し
て
い
る
。

　
な
お
「
福
子
・
宝
子
」
の
「
子
」
は
、
「
家
」
に
と
っ
て
、
「
親
」
に
対
し
て
「
子
」

で

あ
る
と
い
う
意
味
で
、
「
子
ど
も
期
に
あ
る
者
」
や
「
未
成
年
」
の
意
味
で
は
な

い
。
筆
者
も
同
じ
意
味
で
「
子
ど
も
」
と
い
う
語
を
用
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
『
福
子
の
伝
承
』
の
出
版
に
先
だ
ち
、
芝
氏
の
質
問
を
受
け
て
筆
者
が

祖
母
に

「
障
害
の
あ
る
人
の
こ
と
を
福
子
・
宝
子
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
は
あ
る
か
。
」
と

問
う
た
時
、
祖
母
の
答
え
は
先
の
話
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
し
た
。

　
「
お
し
や
あ
ほ
は
福
虫
ゆ
う
て
な
、
お
し
は
何
も
言
わ
ん
と
よ
う
働
く
か
ら
。
あ

ほ

は
そ

う
い
う
人
に
は
力
持
ち
が
多
い
か
ら
。
」

　
祖
母
に

よ
れ
ば
盲
目
は
有
効
な
労
働
力
に
は
な
り
得
な
い
の
で
「
福
虫
」
と
は
呼

ぽ

な
い
と
い
う
（
『
福
子
の
伝
承
』
に
は
盲
目
の
人
を
「
福
子
」
と
呼
ぶ
事
例
も
報

告
さ
れ
て
い
る
）
。

　

こ
こ
で
は
同
一
の
話
者
が
障
害
の
あ
る
子
ど
も
に
対
し
て
二
通
り
の
解
釈
を
下
し

て

い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
つ
の
解
釈
は
家
の
守
り
神
と
し
て
福
を
も
た
ら
す
子
ど

も
、
も
う
一
つ
の
解
釈
は
家
の
労
働
の
た
し
と
な
っ
て
金
銭
を
も
た
ら
す
子
ど
も
で

あ
る
。

　
芝
氏

は
六
〇
の

類
例
を

命
名
の
理
由
か
ら
十
一
に
整
理
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も

霊
的

な
存
在
と
し
て
の
「
子
ど
も
」
と
実
在
の
労
働
力
と
し
て
の
「
子
ど
も
」
が
併

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

存

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
家
が
栄

え
る
、
お
金
が
で
き
る
、
福
が
舞
い
込
ん
で
く
る
（
生
ま
れ
た
家
は
）

　
　
（
い
る
家
は
）
（
大
切
に
す
る
と
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
例

　
　
そ
の

家
の
た
め
に
力
を
合
わ
せ
て
働
く
か
ら
（
家
が
栄
え
る
）
（
家
庭
が
円
満

　
　
に

な
る
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
例

　
　
一
家
の
厄
を
背
負
っ
て
い
る
か
ら
（
大
切
に
す
る
）
（
粗
末
に
す
る
と
家
が
栄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
捌

　
　

え
な
い
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
例
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労
働
力
と
し
て
家
の
経
済
の
た
し
に
な
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
例

何

も
い
わ
ず
に
よ
く
働
く
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
例

家
の
中
の
働
き
手
と
し
て
、
ま
た
本
人
の
た
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
一
例

頭
が
大
き
い
か
ら
　
福
々
し
い
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
例

障
害
の
子
を
大
切
に
育
て
る
た
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
例

先
祖
の
霊
が
そ
の
子
を
通
し
て
様
々
な
こ
と
を
子
孫
に
教
え
て
い
る
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
例

　
　

こ
の
世
の
苦
し
い
こ
と
、
い
や
な
こ
と
を
知
ら
せ
に
き
た
仏
様
の
生
ま
れ
変
わ

　
　

り
だ
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
例

　
　
自
分
の
子
を
人
前
で
謙
遜
し
て
言
う
言
葉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
例

　
障

害
の
あ
る
子
ど
も
を
家
の
繁
栄
の
守
り
神
と
す
る
考
え
方
は
あ
る
意
味
で
は

「
不
幸

（
子

ど
も
の
障
害
）
と
幸
福
（
家
の
繁
栄
）
の
均
衡
」
と
い
う
発
想
と
も
受

け
取
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
は
存
在
自
体
に
「
幸
運
」
の
秘
密
が
あ
る
と
言
え

る
。
「
労
働
力
と
し
て
有
効
で
あ
る
」
と
い
う
理
由
付
け
と
は
位
相
が
違
う
も
の
と

言
え
よ
う
。

　
先
の
淡
路
島
の
A
旅
館
は
客
商
売
で
あ
っ
た
が
、
『
福
子
の
伝
承
』
の
中
で
も
秋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

田
、
栃
木
、
滋
賀
、
兵
庫
、
和
歌
山
の
事
例
で
は
商
売
と
の
関
係
に
言
及
し
て
い
る
。

平
成
四

年
十
一
月
八
日
の
「
産
経
新
聞
」
に
は
、
昭
和
二
十
年
頃
に
別
府
市
の
ホ
テ

ル

で
障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
「
家
の
宝
」
と
呼
ん
で
い
た
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ

て

い

る
。
家
の
生
業
と
「
福
子
」
観
と
の
関
わ
り
は
追
究
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

　
商
家
の
「
福
子
」
思
想
と
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
は
縁
起
物
の
福
助
人
形
と
の
関

わ
り
を
考
慮
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
『
福
子
の
伝
承
』
の
中
で
も
長
野
、
大
阪
、

奈
良
、
兵
庫
、
広
島
の
各
県
か
ら
頭
の
大
き
い
人
を
「
フ
ク
ゴ
・
フ
ク
ス
ケ
」
と
呼

ぶ

と
い
う
報
告
が
あ
る
。
ま
た
、
栃
木
、
大
阪
、
兵
庫
の
報
告
者
は
福
助
を
商
標
と

す

る
「
福
助
足
袋
」
に
つ
い
て
言
及
し
、
「
福
子
」
の
伝
承
と
の
関
わ
り
を
示
し
て

（1
1
）

い
る
。

　
福
助
人
形
の
起
源
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
由
来
が
知
ら
れ
て
い
る
。
摂
津
の
国
の

大
頭
の
小
人
佐
太
郎
と
い
う
人
物
は
見
世
物
に
出
る
な
ど
し
て
富
を
築
き
、
幸
運
を

得

た
。
そ
れ
に
あ
や
か
っ
て
享
和
年
間
（
一
八
〇
一
～
一
八
〇
三
）
に
江
戸
で
佐
太

郎
の
姿
を
模
し
た
く
叶
福
助
V
の
人
形
が
流
行
し
た
の
が
福
助
人
形
の
始
ま
り
で
あ

る
と
い
う
。
し
か
し
、
福
助
信
仰
が
関
西
に
多
い
こ
と
か
ら
、
京
都
の
大
呉
服
屋
大

文
字
の
主
人
の
像
で
あ
る
と
い
う
説
や
、
滋
賀
県
柏
原
も
ぐ
さ
や
亀
屋
の
番
頭
の
像

　
　
　
　
　
（
1
2
）

と
す
る
説
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
大
頭
の
異
形
の
人
物
が
福
を
も
た
ら
し
て
い
る

点

で

「
福

子
・
宝
子
」
の
伝
承
と
同
根
の
思
想
に
根
ざ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま

た
福
助
の
図
像
が
今
日
の
「
福
子
」
の
「
伝
承
」
に
影
響
を
与
え
て
き
た
こ
と
も
否

定

で
き
な
い
。

　
大
島
建
彦
氏
の
『
西
郊
民
俗
』
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
十
年
代
に
亡
く
な
っ

た
仙

台
の
「
シ
ロ
パ
カ
」
と
呼
ぽ
れ
る
実
在
の
人
物
は
客
商
売
の
店
に
立
ち
寄
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

店
が
繁
盛
す
る
と
い
う
の
で
「
福
の
神
」
と
呼
ば
れ
、
歓
迎
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の

人
物
は
い

く
つ
か
の
郷
土
誌
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
々
の
記
憶
に
残

り
、
写
真
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
何
度
か
ブ
ー
ム
を
呼
ん
で
い
る
。
き
わ
め
て
「
近

代
的
」
な
「
信
仰
」
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
と
も
あ
れ
「
家
」
の
「
子
ど
も
」

に
限

ら
ず
、
障
害
の
あ
る
人
が
訪
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
金
銭
が
も
た
ら
さ
れ
る
と

考

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
「
福
の
神
」
の
移
動
と
金
銭
の
移
動
が
こ
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子どもと富

こ
で
は
類
比
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
福
子
・
宝
子
を
家
の
労
働
力
と
す
る
九
例
の
中
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

ら
の
人
々
を
単
身
者
と
す
る
六
例
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
障
害
の
有
無
よ
り
も
単
身

者
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
も
あ
る
。

　
　
や
や
社
会
的
能

力
が
乏
し
く
、
独
立
し
て
（
分
家
し
た
り
、
嫁
し
た
り
）
生
計

　
　
を

営
む

こ
と
な
く
、
　
一
生
そ
の
家
に
所
属
し
て
手
伝
う
者
を
タ
カ
ラ
モ
ノ
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
う
（
山
形
県
上
山
市
あ
た
り
）

　
　
当
地
方
で
「
タ
カ
ラ
ナ
ジ
」
（
オ
ジ
と
は
二
、
三
男
の
こ
と
）
と
い
っ
た
場
合
、

　
　
そ
の

家
の
た
め
に
よ
く
働
く
二
、
三
男
と
い
う
意
味
と
少
し
知
恵
が
足
り
な
く

　
　

て
、
お
と
な
し
く
家
の
者
の
い
う
な
り
に
働
く
二
、
三
男
で
、
分
家
を
出
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
や

る
心
配
の
な
い
者
を
い
う
場
合
が
あ
る
（
新
潟
県
三
条
市
西
大
崎
）

　
　
年
を

と
っ
て
も
結
婚
せ
ず
、
分
家
も
し
な
い
で
、
本
家
の
世
話
に
な
っ
て
い
る

　
　
男
で
、
農
作
業
な
ど
を
一
生
懸
命
に
し
て
い
る
人
の
こ
と
を
、
「
あ
の
人
は
よ

　
　

う
、
精
を
出
し
は
る
、
フ
ク
ム
シ
や
」
と
現
在
で
も
い
う
人
が
あ
る
（
奈
良
県

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
大
和
郡
山
市
矢
田
町
）

　

山
梨
県
北
巨
摩
郡
で
も
障
害
の
あ
る
人
を
「
福
の
神
」
と
呼
ぶ
の
は
、
財
産
分
け

の

必
要
も
な
い
上
に
贅
沢
も
せ
ず
よ
く
働
く
か
ら
で
あ
る
と
い
う
（
一
九
九
二
年
、

筆
者
調
査
）
。

　
「
労
働
力
と
し
て
の
福
子
・
宝
子
」
は
い
わ
ゆ
る
「
オ
ジ
、
オ
バ
」
の
単
身
者
の

問
題
と
か
ら
め
て
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
障
害
者
に
単
身
者
が
多
か
っ
た
と
い
う

事
実
だ
け
で
は
な
く
、
単
身
者
を
「
異
常
」
と
す
る
ま
な
ざ
し
と
障
害
者
へ
の
ま
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

ざ
し
が
通
底
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
最
後
に
や
や
特
異
な
例
で
あ
る
が
、
高
知
県
宿
毛
市
鵜
来
島
の
例
を
挙
げ
て
お
き

　
（
1
9
）

た

い
。
同
地
で
は
漁
師
の
妻
が
妊
娠
し
た
際
に
、
大
漁
に
あ
た
る
こ
と
が
あ
り
、
そ

の

よ
う
な
腹
子
を
「
福
子
」
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
同
じ
高
知
県
で
も
幡
多
郡
尾

浦
や
大
月
町
、
京
都
府
北
岸
で
は
そ
の
よ
う
な
子
は
体
が
弱
い
と
か
障
害
が
出
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

か
言
っ
て
生
ま
れ
て
か
ら
よ
く
な
い
と
伝
え
て
い
る
。

　
以

上

「
福

子
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
を
見
て
き
た
が
、
家
の
守
り
神
で
あ
れ
、
労

働
力
で
あ
れ
、
大
漁
を
も
た
ら
す
腹
子
で
あ
れ
、
そ
の
身
を
犠
牲
に
し
て
家
に
富
を

も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ
が
共
通
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

二
　
鬼

子

　
「
福
子
・
宝
子
」
と
呼
ば
れ
る
「
子
ど
も
」
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
内
実
が
あ
る
こ
と

を
見
て
き
た
が
、
「
福
子
・
宝
子
」
は
言
わ
ぽ
家
や
共
同
体
に
許
さ
れ
た
「
異
常
」

で

あ
る
と
言
え
る
。
「
福
子
」
の
「
異
常
」
の
多
く
は
精
神
薄
弱
や
聾
唖
な
ど
外
観

か

ら
は
は
っ
き
り
そ
れ
と
は
わ
か
ら
ず
、
ま
た
あ
る
程
度
の
成
長
の
の
ち
に
知
れ
る

も
の
が
多
い
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
が
成
育
す
る
条
件
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た

の

か
も
し
れ
な
い
。

　
そ

れ
で
は
家
や
共

同
体
に
と
っ
て
許
さ
れ
な
い
「
異
常
」
を
持
つ
子
ど
も
は
何
と

呼
ぼ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
そ
の
よ
う
な
子
ど
も
の
こ
と
を
「
鬼
子
」
と
呼
ん
だ

の

で
は

な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

「
親
に
似
ぬ
子
は
鬼
っ
子
だ
」

と
い
う
難
し
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
親
と
似
て
も
似
つ
か
ぬ
外
見
上
の
特
徴
を
持
つ
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子
は
親

（
人
間
）
の
子
で
は
な
い
、
鬼
（
異
類
）
の
子
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
歯
の

生

え
て
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
を
「
鬼
子
」
と
呼
ん
で
嫌
っ
た
こ
と
は
柳
田

国
男
の
「
山
の
人
生
」
の
中
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
柳
田
国
男
は
「
鬼
」
を
山
拠
の

民
と
捉
え
、
虐
殺
、
虐
待
さ
れ
る
鬼
子
を
、
山
民
と
の
交
渉
に
よ
っ
て
里
に
生
ま
れ

た
尋
常

な
ら
ざ
る
子
と
位
置
付
け
た
。
ま
た
、
こ
の
子
ど
も
が
、
酒
呑
童
子
や
茨
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

童
子
、
弁
慶
な
ど
の
異
常
誕
生
児
の
伝
承
と
同
一
の
系
譜
に
あ
る
と
し
た
。

　
国
文
学
の
分
野
で
は
佐
竹
昭
広
氏
が
そ
の
著
『
酒
呑
童
子
異
聞
』
の
中
で
、
渋
川

版
御
伽
草
子
以

前
の
資
料
を
駆
使
し
て
、
酒
呑
童
子
を
山
中
に
捨
て
ら
れ
た
「
捨
て

童
子
」
と
捉
え
た
。
ま
た
茨
木
童
子
や
坂
田
金
時
な
ど
の
異
常
誕
生
児
に
つ
い
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

考
察
し
、
中
世
の
山
中
捨
て
童
子
型
と
も
言
う
べ
き
人
物
像
を
復
元
し
よ
う
と
し
た
。

　
一
方
、
小
松
和
彦
氏
は
「
怪
物
退
治
と
異
類
婚
姻
」
の
中
で
、
御
伽
草
子
の
中
の

怪
物
退
治
諦
の
中
の
英
雄
（
坂
田
金
時
、
平
井
保
昌
、
弁
慶
、
日
龍
丸
ら
）
が
怪
物

（
酒
呑
童

子
、
茨
木
童
子
、
伊
吹
童
子
）
と
同
じ
く
異
常
誕
生
児
（
鬼
子
）
で
あ
る

こ
と
に
注
目
し
た
。
氏
は
両
者
に
異
類
婚
姻
・
申
し
子
な
ど
の
共
通
の
モ
チ
ー
フ
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
異
常
誕
生
児
の
自
然
（
他
界
）
と
文
化
（
社
会
）
の
両
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

性
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
。
異
常
誕
生
児
の
前
提
に
異
類
婚
姻
が
あ
る
こ
と

は
、
佐
竹
氏
の
い
う
「
捨
て
童
子
」
型
の
人
物
が
な
ぜ
山
（
他
界
）
に
捨
て
ら
れ
る

の

か
を
考
え

る
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
下
野
敏
見
氏
は
「
鬼
子
殺
し
の
伝
承
」
の
中
で
主
に
屋
久
島
の
鬼
子
虐
待
の

事
例
を

沖
縄
・
中
国
と
連
な
る
幼
児
の
屍
体
虐
待
の
習
俗
と
の
か
か
わ
り
か
ら
考
察

　
　
　
（
4
2
）

し
て
い
る
。

　
以

上
の

先
行
研
究
は
示
唆
に
富
む

が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
現
実
に
沿
っ
て
語
ら
れ
る

（
と
い
う
体
裁
を
と
る
）
「
鬼
子
」
の
像
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
「
鬼
子
」
　
の
語
は
辞
書
類
で
は
　
『
日
葡
辞
書
』
（
慶
長
八
・
一
六
〇
三
年
）
に

く
o
巳
σ
q
o
と
し
て
見
え
て
い
る
。

　
　
長
い

髪
の
毛
に
長
い
爪
、
そ
れ
に
ま
た
、
犬
や
猪
の
よ
う
な
歯
、
す
な
わ
ち
牙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
が
生
え
て
い
る
怪
物
か
野
蛮
人
か
の
よ
う
な
姿
で
生
ま
れ
る
赤
子
。

　
慶
長
年
間
の
九
州
地
方
で
は
歯
、
爪
、
髪
な
ど
が
過
剰
な
赤
子
を
「
鬼
子
」
と
呼

ん

で
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　
柳
田

国
男
は
近
世
の
随
筆
集
か
ら
鬼
子
の
記
事
を
紹
介
し
た
が
、
中
・
近
世
の
日

記
類
に
も
「
鬼
子
」
の
語
は
散
見
さ
れ
る
。

　
『
台
記
』
康
治
三
（
＝
四
四
）
年
五
月
二
十
日
に
は

　
　
　
左
大
將
語
云
、
大
津
有
レ
人
、
生
二
鬼
子
一
者
、
其
貌
、
面
長
一
尺
、
有
三
一
目
一

　
　

不
レ
開
、
鼻
長
及
レ
願
、
願
下
有
〃
口
、
頭
後
又
有
二
目
鼻
口
…
但
其
目
一
　
、
棄

　
　
二
之
路
頭
↓
行
人
著
二
寄
杖
一
則
取
レ
之
起
立
、
一
夜
間
已
失
、
不
レ
知
レ
所
レ
之
、

　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
記
レ
異
也
。

と
あ
り
、
異
形
の
子
を
鬼
子
と
呼
び
、
そ
の
子
が
ど
こ
へ
と
も
な
く
去
っ
た
こ
と
を

記
し
て
い
る
。

　
『
御
湯
殿
上
日
記
』
明
応
七
（
一
四
九
八
）
年
六
月
九
日
に
は

　
　
　

こ
と
な
る
事
な
し
。
お
に
子
む
う
ま
ち
ど
の
へ
め
し
よ
せ
て
御
ら
ん
ぜ
ら
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　

る
に
つ
き
て
。
こ
の
御
所
に
い
か
や
う
の
ゑ
に
て
御
よ
し
に
な
る
。

と
あ
る
。
鬼
子
が
好
奇
な
関
心
の
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

　
『
猿
猴
庵
日
記
』
文
政
九
（
一
八
二
六
）
年
七
月
七
日
に
は
奇
怪
な
絵
と
と
も
に

鬼
子
虐
待
の
記
事
を
載
せ
る
。

272
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み
そ
の
ふ
下
の
町
屋
に
て
、
鬼
子
を
う
む
。
そ
の
か
た
ち
、
咄
に
て
聞
け
り
。

　
　
　
ひ
た
い
に
二
つ
の
こ
ぶ
あ
り
、
目
の
所
と
お
ぼ
し
く
て
一
つ
の
あ
な
あ
り
、

　
　
眼
に

ハ

あ
ら
ず
。
口
は
耳
ま
で
き
れ
て
、
上
下
に
き
ぽ
あ
り
、
四
足
三
つ
ゆ
び

　
　
に

し
て
、
水
か
き
あ
り
。
生
れ
出
て
お
ど
り
あ
が
り
て
、
な
か
な
か
人
の
手
に

　
　
は
合
は
ず
、
漸
と
ふ
と
ん
に
ま
き
つ
け
、
お
さ
へ
て
、
石
う
す
を
重
し
に
か
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
置
く
に
、
石
う
す
を
は
ね
か
へ
し
な
ど
せ
し
が
、
夕
か
た
に
及
ん
で
死
し
た
り
。

　
鬼
子
の
「
異
常
」
の
証
明
と
し
て
そ
の
生
命
力
の
強
さ
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。　

鬼
子
の
「
異
常
」
を
強
調
す
る
語
り
口
は
柳
田
国
男
が
『
山
の
人
生
』
で
紹
介
し

た
貞
享
四
（
一
六
八
七
）
年
の
怪
異
小
説
『
奇
異
雑
談
集
』
に
も
見
え
る
。

　
明
応
七
（
一
四
九
八
）
年
頃
、
京
都
東
山
獅
子
谷
で
生
ま
れ
た
鬼
子
は
生
ま
れ
た

時
三
歳
児
ほ
ど
の
大
き
さ
が
あ
り
、
目
が
三
つ
、
口
は
耳
ま
で
裂
け
、
上
下
に
歯
が

二
本
ず
つ
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
鬼
子
を
槌
で
打
ち
殺
し
、
死
骸
を
土
中
に
埋
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

と
こ
ろ
、
土
龍
鼠
の
よ
う
に
地
中
で
姦
い
た
の
で
再
度
枕
で
打
ち
殺
し
た
と
あ
る
。

　

こ
の
種
の
話
は
明
治
に
な
っ
て
も
一
向
に
人
気
が
衰
え
な
か
っ
た
も
の
と
見
え
る
。

横
瀬
夜
雨
が
集
め
た
明
治
の
新
聞
記
事
の
中
に
「
鬼
子
」
の
項
目
が
あ
る
。

　
そ
れ
に

よ
れ
ば
明
治
十
三
（
一
八
八
〇
）
年
四
月
二
十
日
付
け
の
記
事
と
し
て
、

新
潟
県
古
志
郡
高
瀬
村
で
生
ま
れ
た
赤
子
は
、
手
足
が
な
く
、
肛
門
と
お
ぼ
し
き
と

こ
ろ
に
針
の
よ
う
な
毛
が
あ
り
、
そ
れ
が
産
婆
の
指
に
噛
み
つ
い
た
と
あ
る
。
「
両

親
が
恥
ず
か

し
さ
の
あ
ま
り
に
や
直
ち
に
火
葬
せ
し
と
惜
し
む
べ
し
火
酒
へ
浸
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

貯
へ
お
き
た
か
り
し
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。

　
「
異
常
」
な
鬼
子
へ
の
関
心
は
さ
ま
ざ
ま
な
尾
鰭
が
付
け
加
え
ら
れ
て
メ
デ
ィ
ア

に
乗

り
、
好
奇
な
話
題
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
こ
こ
で
は
読

者
の

関
心
は
鬼
子
の
形
態
の
「
異
常
」
に
の
み
注
が
れ
て
い
る
。
語
り
手
も
そ
れ
を

心
得
、
さ
ら
に
珍
奇
な
「
異
常
」
の
描
写
に
全
力
を
注
い
だ
と
見
え
る
。
以
上
の
よ

う
な
記
事
か
ら
鬼
子
の
条
件
は
「
歯
」
を
始
め
と
し
た
外
見
上
の
「
異
常
」
に
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。

　
明
治
三
八
年
の
山
本
盛
秀
編
・
発
行
の
『
三
國
名
勝
図
会
』
（
国
立
国
会
図
書
館

蔵
）
巻
五
〇
「
大
隅
国
屋
久
島
」
の
鬼
子
の
記
事
は
、
先
に
挙
げ
た
奇
事
異
聞
と
し

て

の

鬼
子
の
記
事
の
数
々
と
は
趣
を
異
に
す
る
。
筆
者
の
興
味
関
心
は
、
鬼
子
の

「
異
常
」
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
島
人
の
「
異
常
」
へ
の
ま
な
ざ
し
、
「
異
常
」
へ
の

対
処
法
に
あ
る
と
言
え
る
。

　
　
島
中
婦
の
人
、
鬼
子
と
云
ふ
者
を
産
む
こ
と
あ
り
。
婦
人
山
中
に
入
た
る
時
、

　
　
頻

り
に
睡
眠
を
催
し
て
、
異
人
を
夢
見
る
こ
と
あ
れ
ば
必
ず
娠
む
。
其
産
の
時

　
　

は
、
常
産
に
異
な
る
こ
と
な
し
、
只
産
し
終
て
は
神
気
快
か
ら
ざ
れ
ど
も
、
死

　
　
す

る
こ
と
な
し
。
其
子
は
必
ず
歯
を
生
し
て
善
く
走
る
。
因
り
て
方
俗
是
れ
を

　
　
名
づ
け
て
鬼
子
と
い
へ
り
。
其
鬼
子
は
俗
の
習
は
せ
に
て
、
其
柳
枝
を
以
て
口

　
　
に
御

せ

て
、
樹
枝
に
掛
置
に
、
一
夜
過
れ
ば
必
ず
失
し
て
無
し
と
そ
、
其
俗
、

　
　
其
鬼
子
を
産
め
る
こ
と
を
甚
く
嫌
ひ
て
、
深
く
秘
す
る
こ
と
な
り
と
か
や
。

　

こ
の
記
事
か
ら
は
二
つ
の
こ
と
が
わ
か
る
。
　
一
つ
は
鬼
子
が
生
ま
れ
る
の
は
「
山

中
」
の
「
異
人
」
の
関
与
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
種

の

「
異
類
婚
姻
」
と
観
念
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
生
ま
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
鬼
子
は
当
然
「
人
で
は
な
い
者
」
と
し
て
遇
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
次
に
わ
か

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

73

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

る
こ
と
は
鬼
子
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
島
人
に
と
っ
て
は
さ
し
た
る
「
異
常
」
で
は
な



国立歴史民俗博物館研究報告　第54集　（1993）

か
っ

た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
異
常
」
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
れ
は
「
未

知
」
の
も
の
で
は
な
く
「
よ
く
あ
る
異
常
」
「
よ
く
見
知
っ
た
異
常
」
で
あ
っ
た
ら

し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
原
因
が
わ
か

り
、
対
処
法
が
決
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
伝
統
的
な
民
俗
社
会
の
中
で
は
鬼
子
は

実
は
こ
の
記
事
に
あ
る
よ
う
な
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う

か
。　

下
野
敏
見
氏
の

報
告
に

よ
れ
ば
、
屋
久
島
に
は
オ
ン
ノ
コ
ヤ
キ
バ
と
か
オ
ソ
ノ
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

ヤ

キ

ハ
マ

と
か
い
っ
て
、
鬼
子
を
焼
い
た
と
い
う
場
所
が
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
と
い
う
。

そ

の

際
、
鬼
子
と
さ
れ
る
の
は
歯
が
生
え
て
生
ま
れ
て
き
た
子
ば
か
り
で
は
な
く
、

難
産
死

し
た
妊
婦
の
胎
児
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
下
野

氏
に
よ
れ
ば
、
難
産
死
の
際
の
胎
児
は
す
べ
て
鬼
子
と
呼
ぶ
と
い
う
が
、
「
そ
の
子

に
歯
が
生
え
て
い
た
」
と
説
明
す
る
こ
と
は
、
家
族
や
近
隣
の
も
の
に
と
っ
て
は
、

難
産
死
の

理
由
と
し
て
納
得
し
や
す
い
理
由
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
胎
児
」
と
い
う
状
態
自
体
が
こ
の
世
の
も
の
と
も
あ
の
世
の
も
の
と
も
つ
か
な

い
上

に
、
母
親
の
状
態
も
ま
た
難
産
死
の
直
後
で
あ
れ
ぽ
、
ま
だ
こ
の
世
の
も
の
と

も
あ
の
世
の
も
の
と
も
つ
け
難
い
。
「
死
体
の
中
に
い
る
胎
児
」
は
「
誕
生
」
と
「
死
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

の

二
重
の
ケ
ガ
レ
の
状
態
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
に
い
る
子
ど
も
が
周
囲
の
者

に
強
い
不
浄
の
意
識
、
危
険
の
意
識
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

鬼
子
の
名
称
は
こ
の
子
ど
も
の
構
造
上
の
不
安
定
さ
に
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
子
ど

も
を
「
歯
が
生
え
て
い
た
」
と
説
明
す
る
こ
と
は
、
所
属
の
定
ま
ら
な
い
存
在
に

「
他
界
の
も
の
」
と
い
う
「
分
類
」
と
「
所
属
」
を
与
え
る
も
の
と
し
て
歓
迎
さ
れ

た
に
違
い
な
い
。

　
下
野
氏
は
種
子
島
で
も
難
産
死
の
胎
児
を
鬼
子
と
言
っ
た
と
い
う
事
例
を
報
告
し

　
（
3
3
）

て

い

る
。
そ
れ
は
妊
婦
と
胎
児
の
死
体
を
分
離
さ
せ
る
葬
法
の
説
明
と
も
な
っ
て
い

る
。　

鬼
子
に
含
ま
れ
る
条
件
は
地
域
に
よ
っ
て
若
干
の
差
異
が
あ
る
も
の
の
、
屋
久
島

に
限

ら
ず
圧
倒
的
に
多
い
の
は
「
歯
が
生
え
た
子
ど
も
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
の
全
国
の
事
例
か
ら
「
鬼
歯
・
鬼
子
」
の
事
例
を
検

討
し
た
下
野
敏
見
氏
は
、
近
畿
、
中
国
地
方
か
ら
は
報
告
が
な
く
、
中
部
以
北
と
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

国
、
九
州
か
ら
事
例
の
報
告
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
同
書
の
資

料
の
空
白
が
伝
承
の
空
白
と
は
即
断
で
き
な
い
た
め
、
こ
の
指
摘
は
伝
承
の
濃
淡
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

だ

い

た
い

の

傾
向
を
把
握
す
る
助
け
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
歯
が

生

え
て
生
ま
れ
た
り
、
歯
が
早
く
生
え
た
り
す
る
こ
と
を
嫌
う
理
由
は
「
親

に

害
を
与
え
る
」
と
い
う
俗
信
で
あ
る
。
以
下
に
六
ケ
月
以
内
に
生
え
る
歯
に
つ
い

て

の

事
例
を

挙
げ
る
（
歯
が
生
え
て
生
ま
れ
て
き
た
子
も
含
む
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
「
親
喰
う
か
身
喰
う
か
」
（
宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
）
、
「
親
を
噛
み
殺
す
」
（
秋
田

　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

県
由
利
郡
・
平
鹿
郡
）
、
「
親
喰
い
歯
」
（
山
形
県
西
置
賜
郡
小
国
町
市
野
々
）
、
「
親

の

面
倒
を

み
な

い

よ
う
に
な
る
。
別
居
し
た
り
親
が
死
ん
だ
り
、
い
わ
ゆ
る
親
に
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

ス

イ
」
（
群
馬
県
桐
生
市
梅
田
町
）
、
「
鬼
っ
子
は
親
の
父
を
か
み
切
る
」
（
埼
玉
県
秩

　
　
　
（
4
1
）

父
郡
皆
野

町
）
、
「
鬼
子
は
一
た
ん
捨
て
子
に
し
て
拾
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
親
を
殺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

す
」
（
埼
玉
県
北
葛
飾
郡
幸
手
）
、
「
親
喰
い
歯
が
生
え
る
と
親
が
早
く
死
ぬ
」
（
新
潟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

県
東
蒲
原
郡
上
川
村
旧
西
川
村
）
、
「
鬼
子
を
捨
て
て
お
く
と
親
子
の
う
ち
一
方
が
死

　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

ぬ
」
（
愛
知
県
四
峯
）

　
六
月
歯
で
は
な
く
、
十
ケ
月
目
に
生
え
る
歯
を
ト
ウ
バ
、
ト
ツ
キ
ト
ウ
バ
と
言
い
、

274
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（
4
5
）

塔
婆
が
立
つ
よ
う
に
な
る
と
忌
む
地
方
も
多
い
。
山
梨
県
富
士
吉
田
市
新
屋
で
は
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

ツ

キ

ト
ウ
バ
は
「
親
を
取
る
か
子
を
取
る
か
」
と
言
っ
て
嫌
わ
れ
た
。

　
以

上
に
挙

げ
た
よ
う
な
不
都
合
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
多
く
は
箕
や
桟
俵
に
乗
せ

て
、
三
つ
辻
や
村
境
に
捨
て
た
り
、
桶
や
た
ら
い
に
入
れ
て
川
へ
捨
て
た
り
し
て
近

所
の

人
に

拾
っ
て
も
ら
う
呪
術
を
施
す
。
た
ら
い
に
入
れ
て
橋
を
く
ぐ
ら
す
地
方
も

あ
る
。
千
葉
県
我
孫
子
市
青
山
台
で
は
子
を
流
す
代
わ
り
に
饅
頭
に
歯
形
を
付
け
て

　
（
4
7
）

流

し
た
。
熊
本
県
天
草
郡
倉
岳
町
浦
名
桐
で
は
上
歯
か
ら
生
え
る
と
「
親
を
喰
う
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

と
言
い
、
　
一
日
で
織
っ
た
着
物
を
藁
人
形
に
着
せ
て
海
に
流
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ

う
な
呪
術
は
子
ど
も
を
他
界
と
の
境
と
目
さ
れ
て
い
る
場
所
へ
連
れ
て
ゆ
き
、
望
ま

し
く
な
い
属
性
を
祓
い
、
望
ま
し
い
子
へ
の
再
生
を
図
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で

（4
9
）

き
る
。
ま
た
岩
本
通
弥
氏
は
こ
の
よ
う
な
捨
子
の
形
式
が
疫
病
神
送
り
と
同
じ
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
成
長
の
早
い
子
を
嫌
っ
た
こ
と
は
歯
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
人
よ
り
早
く
立

ち

上
が
っ

て

歩

く
子
ど
も
も
ま
た
嫌
わ
れ
た
。
初
誕
生
（
生
後
一
年
）
前
に
歩
く
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

ど
も
は
「
家
に
落
ち
着
か
な
い
、
他
所
へ
こ
ろ
び
出
す
」
（
東
京
都
日
野
市
新
井
）
、

　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

「
犬
畜
生
」
（
八
丈
島
）
、
「
親
に
早
く
死
に
別
れ
る
」
（
福
井
県
遠
敷
郡
小
浜
町
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

「
け
だ

も
の
の
仲
間
」
（
長
崎
県
上
対
馬
町
鰐
浦
）
、
「
大
き
く
な
っ
た
ら
恋
人
と
馳
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

ち

す

る
、
親
元
を
離
れ
て
遠
く
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
る
」
（
熊
本
県
球
磨
地
方
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

「
家
か

ら
逃
げ
出
す
」
（
阿
蘇
地
方
）
な
ど
と
い
う
。
下
野
敏
見
氏
も
八
丈
島
、
薩
南

の

笠
沙
町
屋
久
島
な
ど
で
は
「
誕
生
日
前
に
歩
く
子
は
ケ
ダ
モ
ノ
で
あ
り
畜
生
の
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

で
あ
る
と
い
う
。
」
と
記
し
て
い
る
。

　
成
長
の

早
い
子

ど
も
に
動
物
と
の
類
似
を
見
た
り
、
親
と
の
縁
が
薄
く
、
家
か
ら

逃
げ

出
す
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
子
が
も
と
は
自
分

の

子

で

あ
る
か
ど
う
か
疑
っ
た
こ
と
か
ら
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
家
の
子
と
し
て
ふ

さ
わ
し
く
な
い
子
は
自
分
か
ら
家
を
出
て
い
く
（
他
界
へ
帰
る
）
と
い
う
の
は
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

種
の

世
間
話
で

は
繰

り
返
し
語
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
家
の
子
と
し
て
ふ
さ
わ

し
く
な
い
属
性
を
祓
う
た
め
に
初
誕
生
に
餅
や
白
米
を
背
負
わ
せ
て
、
こ
ろ
ば
せ
た

り
、
押
さ
え
付
け
て
歩
か
せ
な
い
よ
う
に
す
る
習
俗
が
あ
る
。

　

さ
さ
い
な
差
異
を
見
各
め
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
鬼
子
の
末
喬
に
も
か
つ
て
の
坂
田
金

時
や
弁
慶
に
連

な
る
「
英
雄
」
の
痕
跡
が
見
出
せ
る
事
例
も
あ
る
。
下
野
敏
見
氏
は

『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
の
中
か
ら
「
生
後
十
ケ
月
の
歯
は
塔
歯
と
い
い
、
そ

の

子
は

出
世
す
る
と
い
わ
れ
る
」
（
埼
玉
県
）
、
「
初
生
歯
が
人
並
よ
り
早
け
れ
ぽ
知

恵
つ
き
が
早
い
」
（
山
口
県
）
な
ど
の
例
を
紹
介
し
、
「
新
し
い
現
象
」
と
し
て
い
る

（5
9
）

が
、
こ
れ
は
鬼
子
の
持
つ
英
雄
的
な
側
面
の
残
澤
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の

証
拠
に

同
一
の
地
域
で
相
反
す
る
伝
承
を
持
つ
も
の
も
あ
る
。

　
　
　
群
馬

県
山
田
郡
で
は
、
一
歯
生
え
た
子
は
捨
て
子
を
し
て
近
所
の
人
に
拾
っ

　
　
て

も
ら
う
が
、
二
本
揃
っ
て
生
え
た
子
は
大
い
に
出
世
す
る
と
い
う
。
十
月
目

　
　
に
生

え
る
の
を
ト
オ
バ
と
て
忌
み
、
箕
に
乗
せ
て
三
方
辻
に
捨
て
、
年
長
者

　
　
に
頼
ん
で
拾
っ
て
も
ら
う
。
百
日
以
内
に
生
え
る
と
非
常
に
出
世
す
る
。
（
郡

　
（
6
0
）

　
　
誌
）

　
鬼
子
の
怪
物
と
英
雄
の
両
義
的
な
性
格
を
、
歯
の
生
え
る
日
に
ち
や
歯
の
数
の
違

い

に

よ
っ
て
二
者
の
性
質
に
振
り
分
け
、
合
理
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

「
通

常
」
を
越
え
る
子
ど
も
は
プ
ラ
ス
で
あ
れ
マ
イ
ナ
ス
で
あ
れ
「
異
常
」
に
間
違

い

は

な
く
、
そ
の
多
く
は
忌
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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以

上
、
子
ど
も
の
属
性
か
ら
鬼
子
と
さ
れ
る
事
例
を
挙
げ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な

子

ど
も
の
特
徴
は
一
種
の
過
剰
さ
に
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
子
ど
も
の
性
質
に
か

か
わ

ら
ず
親
の
状
態
に
よ
っ
て
鬼
子
と
さ
れ
る
事
例
も
あ
る
。

　
　
長
崎
県
五
島
の
久
賀
島
で
は
、
三
三
の
年
に
女
の
子
を
持
つ
と
親
に
背
く
鬼
子

　
　
と
し
て
拾
い
親
を
持
た
せ
る
が
、
男
の
子
を
生
め
ば
大
喜
び
す
る
と
い
う
（
沿

　
　
　
（
6
1
）

　
　
海
手
帖
）

　
女
の
厄
年
に
出
産
を
忌
む
の
は
広
く
見
ら
れ
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
地
で
は
女

の

厄
年

と
女
の
子
の
出
産
が
重
な
る
こ
と
で
厄
の
ケ
ガ
レ
が
生
ま
れ
児
に
宿
る
こ
と

を

恐
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
厄
年
の
ケ
ガ
レ
も
ま
た
両
義
性
を
持
ち
、
こ

こ
で
男
の
子
の
誕
生
を
喜
ぶ
の
は
、
一
方
の
性
で
あ
る
男
の
子
に
そ
の
プ
ラ
ス
の
側

面
を
肩
代

わ
り
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
東
北
の
「
昔
遊
女
」
た
ち
か
ら
聞
き
取
り
を
続
け
て
い
る
竹
内
智
恵
子
氏
は
そ
の

著
『
鬼
追
い
ー
続
昭
和
遊
女
考
』
の
中
で
、
昭
和
初
年
頃
の
廓
で
の
妊
娠
・
堕
胎
を

記
録

し
て
い
る
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
遊
女
の
孕
ん
だ
子
は
「
鬼
子
」
と
さ
れ
、
堕
胎

の

施
術
は

「
鬼
追
い
」
、
妊
娠
の
予
防
に
飲
む
薬
は
　
「
鬼
子
よ
け
」
と
呼
ば
れ
て
い

（6
2
）

る
。　

特
殊
な

場
所
の

特
殊
な
用
例
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
用
例
は
鬼
子

の

本
質
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
歯
が
生
え
て
き
た
子
で
あ
れ
、
厄
年
の
子
で
あ
れ
、

親
に
似
ぬ
子
で
あ
れ
、
「
親
に
と
っ
て
不
都
合
な
子
」
の
総
称
が
「
鬼
子
」
だ
っ
た

の

で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

三
　
金
銭

と
異
常
児
の
交
換

　
「
福
子
」
の
事
例
で
は
そ
の
呼
称
の
中
に
富
を
も
た
ら
す
性
質
が
こ
め
ら
れ
て
い

る
と
い
え
る
。
し
か
し
「
鬼
子
」
の
呼
称
に
は
富
を
も
た
ら
す
性
質
は
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
異
常
誕
生
児
も
金
銭
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ

る
。　

「
寛
政
十
歳
（
一
七
九
八
年
）
午
の
初
春
」
の
刊
記
の
あ
る
笑
話
集
『
無
事
志
有

位
』
所
収
の
「
辻
八
卦
」
に
は
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
る
。

　
　

「
お

ら
が
か
か
ア
が
は
ら
ん
だ
が
、
男
の
が
き
か
あ
ま
か
、
十
二
文
（
辻
占
…

　
　
引
用
者
註
）
が
占
っ
て
も
ら
う
べ
い
」

　
　

「
コ

レ

さ
、
よ
し
や
れ
。
お
主
が
子
な
ら
男
だ
と
も
女
と
も
い
へ
ば
い
い
が
、

　
　
鬼
子
だ
と
も
い
わ
れ
る
と
外
聞
が
わ
る
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

　
　

「
ハ
テ

鬼
子
な
ら
見
世
物
に
出
し
て
銭
も
ふ
け
す
る
わ
い
」

「
鬼

子
」
と
く
る
と
即
座
に
「
見
世
物
」
と
い
う
こ
と
ば
が
返
っ
て
き
て
い
る
。
こ

の

頃
に
は

「
鬼
子
を
売
っ
て
銭
儲
け
」
と
い
う
こ
と
ば
が
軽
口
と
し
て
通
用
し
て
い

た

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
生
瀬
克
己
氏
の

「
障
害
者
の
見
せ
物
芸
と
民
衆
」
に
は
「
障
害
者
の
捨
子
が
何
ら

か
の

か
た
ち

で
、
『
観
場
師
』
と
よ
ば
れ
る
よ
う
な
者
た
ち
の
眼
に
触
れ
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

よ
っ
て
、
見
せ
物
の
世
界
に
登
場
す
る
と
い
う
ル
ー
ト
」
を
「
想
定
」
し
て
い
る
。

捨
子
か

ら
見
世
物
へ
と
い
う
ル
ー
ト
は
ま
ず
想
定
し
得
る
が
、
金
銭
と
交
換
さ
れ
る

こ

と
も
中
に
は
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
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子どもと富

　

明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
に
発
行
さ
れ
た
柳
田
国
男
の
『
遠
野
物
語
』
に
も

「
川
童
ら
し
き
物
の
子
」
が
生
ま
れ
た
時
、
「
道
違
え
」
に
棄
て
に
行
っ
た
者
が
「
惜

し
き
も
の
な
り
、
売
り
て
見
せ
物
に
せ
ば
金
に
な
る
ぺ
き
に
」
と
思
い
直
し
た
と
書

　
　
　
（
6
5
）

か
れ
て

い
る
。

　
現
代
の
人
権
意
識
か
ら
考
え
れ
ば
子
ど
も
を
見
世
物
に
売
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は

思
い

も
よ
ら
な
い
残
酷
な
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
を
見
世
物
に
出
す
意
識
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
考
え
合
わ
せ
た
い
の
は
民
俗
社
会
の

中
の
双
子
を
も
う
け
た
時
や
鬼
子
を
も
う
け
た
時
に
周
囲
に
知
ら
せ
る
習
俗
で
あ
る
。

拙
稿
の
中
で
も
既
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
異
常
誕
生
児
を
人
で
な
い
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

て

道
路
に
晒

し
た
と
い
う
記
録
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、

異
常
児
の
誕
生
を
異
常
事
態
と
し
て
周
囲
と
共
有
し
よ
う
と
す
る
意
識
で
あ
る
。
そ

の

裏
に
は
異
常
児
の
誕
生
を
さ
ら
に
大
き
な
異
常
事
態
の
前
触
れ
と
す
る
心
意
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

る
こ
と
も
既
に
検
討
し
た
。

　
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ぽ
、
寛
延
二
（
一
七
四
九
）
年
の
『
新
著
聞
集
』
に
は
、
延

宝
八

（
一
六
八
〇
）
年
に
盛
岡
の
妙
泉
寺
門
前
で
生
ま
れ
た
異
形
の
二
子
は
「
か
か

る
異
様
な
も
の
は
、
恥
を
さ
ら
せ
ば
跡
の
為
に
よ
き
」
と
捨
て
や
ら
れ
た
と
書
か
れ

　
（
6
8
）

て

い

る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
異
常
児
を
衆
目
に
晒
す
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
と
言

え
る
。
ま
た
馬
場
富
子
氏
の
『
ざ
っ
と
昔
－
相
馬
の
昔
話
ー
』
に
は
福
島
県
相
馬
市

の

話

と
し
て
次
の
よ
う
な
話
を
伝
え
て
い
る
。

　
　
孕
み
猿
を

撃
っ
た
鍛
冶
屋
の
男
は
そ
の
崇
り
で
猿
に
似
た
子
を
二
人
ま
で
も
う

　
　
け

る
。
旅
の
者
が
「
大
勢
の
人
達
に
顔
を
さ
ら
せ
ぽ
罪
ほ
ろ
ぼ
し
に
な
る
。
」
と

　
　
い
う
の
で
二
人
の
子
を
江
戸
へ
見
せ
物
に
出
し
た
。
そ
の
後
、
相
馬
の
殿
様
が

　
　
二
人
を

払
い

下
げ
、
相
馬
の
人
々
に
顔
を
晒
し
て
罪
滅
ぼ
し
を
し
た
。
両
親
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

　
　
精
進
三
昧
の
一
生
を
送
っ
た
。

こ
の
話
の
伝
播
に
は
民
間
宗
教
老
の
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
は
　
「
旅
の
者
」
「
罪
滅
ぼ

し
」
「
精
進
」
な
ど
の
こ
と
ば
か
ら
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
子
ど
も
を
見
世
物

に
売
る
際
に
こ
の
よ
う
な
言
説
が
ど
れ
く
ら
い
有
効
性
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
す
な

わ

ち
子
ど
も
を
売
買
す
る
際
に
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
力
と
な
り
得
た
の
か
ど
う
か
、

も
は
や
知
る
よ
し
も
な
い
。
し
か
し
、
異
常
児
を
見
世
物
に
す
る
こ
と
に
単
に
「
異

常
児

と
金
銭
の
交
換
」
と
す
る
以
上
の
意
味
を
持
た
せ
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
で
は
異
常
誕
生
児
は
呪
術
を
必
要
と
す
る
危
険
な
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
異
常

児
を
衆
目
に
晒
す
こ
と
に
呪
術
的
な
意
味
を
も
た
せ
る
こ
と
を
紹
介
し
た

が
、
子
ど
も
を
金
銭
と
交
換
す
る
こ
と
に
つ
い
て
特
別
な
心
意
が
あ
っ
た
の
か
ど
う

か
は

十
分

な
資
料
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
検
討
す
べ
き
課
題
と
い
え

る
。　

わ
ず
か

な
事
例
で
は
あ
る
が
、
家
に
と
っ
て
不
都
合
な
子
を
儀
礼
的
に
金
銭
と
交

換
す

る
と
い
う
習
俗
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
片
山
留
美
氏
は
、
高
知
県
下
で
は
子
ど

も
が
病
気
を
し
た
場
合
や
生
ま
れ
つ
き
弱
い
場
合
、
親
と
相
性
が
悪
い
と
言
っ
て
儀

礼
的
に
捨
子
を
し
、
仮
親
を
と
る
習
俗
が
広
く
分
布
し
て
い
る
と
報
告
し
て
い
る
。

そ

の

際
、
辻
に
通
り
が
か
っ
た
人
に
子
ど
も
を
買
っ
て
も
ら
う
「
辻
売
り
」
と
い
う

儀
礼
が
香
美
郡
物
部
村
や
長
岡
郡
大
豊
町
、
土
佐
郡
土
佐
山
村
、
幡
多
郡
十
和
村
に

残
存

し
て
い
る
と
い
う
。
片
山
氏
は
辻
に
お
い
て
子
ど
も
が
金
銭
に
よ
っ
て
売
買
さ
　
7
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

れ

る
こ
と
を
「
子
ど
も
の
所
有
権
の
移
動
」
を
表
す
形
式
で
あ
る
と
見
て
取
っ
て
い
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（0
7
）

る
。　

病
気
を
し
た
り
身
体
が
弱
か
っ
た
り
し
た
場
合
、
そ
の
子
ど
も
は
家
に
と
っ
て
は

都
合
が
悪
い
と
い
え
る
。
乳
幼
児
の
死
亡
率
の
高
か
っ
た
時
代
に
は
こ
の
よ
う
な
子

は
い

つ
あ
の
世
に
帰
っ
て
し
ま
う
か
わ
か
ら
な
い
子
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一

方
、
歯
が
生
え
て
生
ま
れ
て
き
た
子
や
歯
の
生
え
る
の
が
早
か
っ
た
子
（
鬼
子
）
も

儀
礼
的

に
捨
て

ら
れ
た
こ
と
は
前
章
で
紹
介
し
た
。
そ
の
よ
う
な
子
に
人
々
は
他
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

の

も
の
に
近
い
性
質
を
感
じ
と
っ
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
よ
う
な
子
は
「
こ

の

世
」
で
は
安
定
の
悪
い
子
ど
も
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
呪
術
や
儀
礼
に
は

も
の
事
の
原
初
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
世
で
安
定
の
悪
い
子
ど
も
は
、
こ
の
世
と
あ
の
世
の
、
二
つ
の

世
界
を

往
来
す

る
も
の
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の

よ
う
な
存
在
の
不
安
定
さ
は
人
為
的
に
移
動
の
状
態
を
作
り
出
し
、
所
属
を
一
旦
変

え
る
こ
と
で
克
服
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
金
銭
も
ま
た
二

つ
の

世
界
を
行
き
来
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
東
京
都
調
布
市
で
は
、
古
着
を
お
金
を
出
し
て
買
え
ば
清
め
に
な
る
と
伝
え
て
い

る
（
中
島
恵
子
氏
御
教
示
）
。
　
こ
の
よ
う
な
金
銭
の
呪
術
的
な
力
に
着
目
す
れ
ぽ
、

子
ど
も
を
金
銭
で
売
買
す
る
心
意
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

　
富
と
異
常
児
の
獲
得

　
前
章
で
は
金
銭
と
異
常
児
の
直
接
的
な
交
換
の
例
を
検
討
し
た
。
異
常
児
と
金
銭

を

交
換
す

る
の
で
は
な
く
と
も
、
あ
る
特
定
の
家
が
手
に
入
れ
た
富
と
そ
の
家
の
子

ど
も
（
異
常
児
）
と
の
間
に
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
よ
う
に
伝
え
る
例
は
少
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
8

な
い
。
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
想
像
力
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
事
　
　
2

例
を

検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
　
ω
　
木
下
某
の
家
で
は
七
十
年
ば
か
り
前
に
山
姥
の
オ
ツ
ク
ネ
（
い
く
ら
使
っ

　
　
　
て

も
尽
き
る
こ
と
の
な
い
麻
糸
の
玉
…
引
用
者
註
）
を
拾
い
、
そ
れ
か
ら
大

　
　
　
金
持
ち

に

な
る
。
し
か
し
主
人
の
孫
の
代
に
鬼
の
子
を
産
む
。
角
の
生
え
た

　
　
　
子
で
生

ま
れ
る
と
す
ぐ
山
へ
入
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
噂
が
あ
っ
た
。
（
愛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
　
媛
県
喜
多
郡
新
谷
村
）
〔
柳
田
国
男
『
増
補
山
島
民
謹
集
』
〕

　

こ
の
話
は
現
実
の
あ
る
家
の
富
の
獲
得
に
対
す
る
周
囲
の
者
の
解
釈
と
読
む
こ
と

が

で

き
る
。
「
生
ま
れ
る
と
す
ぐ
山
へ
入
っ
て
し
ま
っ
た
」
鬼
子
に
つ
い
て
は
そ
の

実
在
を
証
明
す
る
手
立
て
は
何
も
な
い
。
こ
の
話
が
「
噂
」
の
形
で
し
か
語
ら
れ
え

な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
あ
る
家
の
急
な
蓄
財
の
理
由
を
他
界
と
の
関
わ
り
で
説
明
し

よ
う
と
し
た
心
意
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
話
で
は
異
常
児
と
富
と
の
か
か
わ
り
が
極
め
て
シ
ン
プ
ル
に
示
さ
れ
て
い
る
。

木
下
某
の
家
は
「
山
姥
の
オ
ツ
ク
ネ
を
拾
う
」
と
い
う
他
界
（
の
者
）
と
の
接
触
に

よ
っ
て
、
富
と
異
常
児
を
得
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
富
は
異
常
児
と
と
も
に
他

界
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
言
え
る
。
鬼
子
が
去
っ
て
行
っ
た
後
の
後
日
謹
は
こ
こ
に

は
示

さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
富
と
異
常
児
を
セ
ッ
ト
と
す
る
観
念
は
、

後
に
紹
介
す
る
異
常
児
の
去
来
と
と
も
に
富
が
推
移
す
る
と
い
う
観
念
に
つ
な
が
っ

て

い
く
で
あ
ろ
う
。

　
　
②

　
昔
、
大
荒
川
の
上
流
に
由
緒
あ
る
家
柄
と
思
わ
れ
る
立
派
な
後
家
さ
ん
が
、

　
　
　
娘

と
二
人
で
暮
ら
し
て
い
た
。
後
家
さ
ん
は
日
ご
ろ
か
ら
、
娘
の
た
め
に
三



子どもと富

　
　
　

国
一
の
婿
を
見
出
し
て
家
名
を
再
興
し
よ
う
と
念
じ
て
い
た
。
し
か
し
貧
窮

　
　
　

は

日
一
日
と
募
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
う
ち
に
娘
に
密
男
が

　
　
　

で
き
て
、
夜
毎
に
食
料
は
も
と
よ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
珍
宝
ま
で
も
っ
て
来
て

　
　
　

く
れ
る
の
で
一
家
は
飢
え
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
内
に
娘
は
身
重

　
　
　

に

な
っ
て
生
ま
れ
た
こ
ど
も
は
見
る
も
恐
ろ
し
い
形
相
の
河
童
で
あ
っ
た
。

　
　
　
娘
は

遂
に
世
間
体
を
恥
じ
て
自
殺
し
、
母
も
そ
の
後
を
追
っ
て
他
界
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

　
　
　
（
青
森
県
下
北
郡
大
湊
村
）
〔
中
道
等
『
奥
隅
奇
謹
』
　
一
九
二
九
年
〕
〔
同
一

　
　
　
の

話
が
大
湊
尋
常
高
等
小
学
校
編
「
各
科
郷
土
資
料
」
一
九
三
三
年
に
も
あ

　
　
（
7
4
）

　
　
　
る
〕

　

こ
の
話
も
具
体
的
な
地
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
つ
て
は
ま
こ
と
し

や

か
に

語

ら
れ
た
話
の
一
つ
で
あ
っ
た
ろ
う
と
予
測
で
き
る
。
本
話
は
柳
田
国
男
が

　
　
　
（
7
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

『
遠
野
物
語
』
で
、
佐
々
木
喜
善
が
「
縁
女
綺
聞
」
で
豊
か
な
類
例
を
示
し
て
見
せ

た

旧
家
と
水
界
と
の
関
わ
り
を
示
す
一
群
の
説
話
と
同
種
の
も
の
で
あ
る
。
水
界
と

の

関
わ
り
で
富
を
得
て
い
た
（
と
考
え
ら
れ
て
い
た
）
旧
家
の
没
落
謹
と
読
む
こ
と

が

で
き
る
。
話
の
表
層
で
は
異
常
事
態
（
他
界
の
者
と
の
婚
姻
）
に
よ
っ
て
富
が
も

た

ら
さ
れ
、
そ
の
後
異
常
児
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
富
も
異
常
児
も
他

界
か

ら
の
贈
り
物
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
異
常
児

は

富
を
得
た
代
償
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
話
の
よ
う
に
異
常
児
を
「
不
当
な

手
段
に

よ
っ
て
富
を
得
た
代
償
」
と
捉
え
る
話
は
類
例
が
多
い
。
異
常
児
を
「
他
界

か

ら
の
贈
り
物
」
と
し
て
珍
重
す
る
心
意
は
他
の
類
例
に
も
う
か
が
え
な
い
。

　
　
③

池
に

行
っ
て
何
人
前
か
の
膳
や
椀
を
貸
し
て
欲
し
い
と
願
え
ぽ
、
翌
日
は

　
　
　
水
の

上
に
浮
か
ん

で
い

た
。
あ
る
者
が
借
り
て
も
返
さ
な
か
っ
た
た
め
、
池

　
　
　

は

濁
っ
て
二
度
と
貸
し
て
く
れ
な
く
な
り
、
返
さ
な
か
っ
た
家
は
代
々
不
具

　
　
　

の

子
が

生

ま
れ
て
滅
び
た
。
（
長
野
県
上
伊
那
郡
高
遠
町
）
〔
浅
川
欽
一
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

　
　
　
　
『
信
州
の
伝
説
』
　
一
九
七
〇
年
〕

　

こ
の
話
は
「
椀
貸
し
伝
説
」
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン

で

あ
る
。
伝
説
と
世
間
話
を
区
別
す
る
の
は
採
集
者
の
側
で
あ
り
、
伝
承
の
場
で

は
話
者
の
意
識
か
ら
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
長
野
晃
子
氏
は
話
が
歴
史

上
の

あ
る
特
定
の
一
時
点
に
結
び
つ
け
て
語
ら
れ
れ
ぽ
伝
説
で
あ
り
、
歴
史
時
間
と

は
無

関
係
に
、
体
験
談
、
最
近
の
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
語
ら
れ
れ
ぽ
世
間
話
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
ま
た
、
事
件
の
報
告
が
世
間
話
で
あ
り
、
事
件
に
よ
る
事
物
の
説
明
が

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

伝
説
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
伝
説
」
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
（
『
信

州
の
伝
説
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
）
本
話
も
、
そ
の
特
定
の
家
（
と
目
さ
れ
た
家
）

が

存
在

し
た
時
点
で
は
世
間
話
と
し
て
語
ら
れ
た
可
能
性
が
大
で
あ
ろ
う
。

　
椀
貸
し
池
の
膳
椀
を
借
り
て
返
さ
な
か
っ
た
者
は
、
水
界
か
ら
の
富
を
手
に
入
れ

た

と
い
え
る
。
そ
の
罰
と
し
て
異
常
児
を
得
、
そ
れ
が
原
因
で
家
が
絶
え
た
、
と
語

っ

て

い

る
の
で
あ
る
。
富
と
セ
ッ
ト
で
も
た
ら
さ
れ
る
異
常
児
が
こ
こ
で
も
家
の
衰

退
の

原
因
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
型
の
「
椀
貸
し
伝
説
」
に
は
生
ま
れ
児
の
成
長
を

語

る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
場
合
子
ど
も
の
「
異
常
」
は
成
長
後
に
判
明
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
事
例
は
、
生
ま
れ
児
の
去
来
と
富
の
移
動
が
か
か
わ
る
の
で
六
の
章
で

紹
介
す
る
。

279



国立歴史民俗博物館研究報告　第54集　（1993）

五

金
銭

と
異
常
児
の
獲
得

　
富
の
獲
得
の
理
由
が
他
界
（
の
も
の
）
と
の
関
わ
り
に
あ
る
と
考
え
た
人
々
は
、

異
常

児
の
誕
生
を
他
界
と
の
つ
な
が
り
か
ら
考
え
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
富
の
獲
得

の

理
由
を
現
実
界
の
事
件
に
求
め
る
話
も
あ
る
。
そ
の
際
、
接
触
す
る
の
は
他
界
の

も
の
で
は
な
く
、
旅
の
座
頭
や
六
部
な
ど
村
の
外
部
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
富
」

は
は

っ

き
り
「
金
銭
」
で
あ
る
と
語
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
話
は
因
果
応
報
諦
的
な

色
あ
い
が
一
層
濃
い
。
「
富
」
の
中
に
は
当
然
金
銭
が
含
ま
れ
る
が
、
「
富
」
を
金
銭

に
限
定
す

る
話
は
他
の
話
と
や
や
位
相
を
異
に
す
る
た
め
こ
こ
で
は
独
立
し
た
項
目

で
扱
う
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

　
以
下
の
話
は
小
松
和
彦
氏
が
「
異
人
殺
し
」
と
位
置
付
け
た
、
近
世
の
あ
る
時
期

に

さ
か
ん
に
話
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
世
間
話
で
あ
る
。

　
　
④
村
の
あ
る
小
金
持
ち
の
家
で
旅
の
六
部
を
殺
し
て
金
を
奪
っ
た
。
そ
の
家

　
　
　
で
何
代
め
か
に
指
な
し
童
子
が
生
ま
れ
る
の
は
そ
の
た
め
だ
と
い
う
。
（
宮

　
　
　
城
県
登
米
郡
旧
吉
田
村
）
〔
佐
々
木
み
は
る
「
ち
ょ
っ
と
昔
の
お
話
二
つ
」

　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

　
　
　
一
九
八
九
年
〕

　
　
⑤

宿
場
が

栄

え
て
旅
籠
屋
が
満
員
な
の
で
民
家
へ
泊
め
て
も
ら
う
旅
の
人
も

　
　
　
あ
っ
た
。
あ
る
家
に
六
部
が
一
夜
の
宿
を
頼
ん
だ
。
そ
こ
で
こ
こ
ろ
よ
く
泊

　
　
　
め
て

も
ら
っ
た
。
し
か
し
そ
の
家
か
ら
六
部
が
出
た
の
を
見
た
人
が
な
い
。

　
　
　
そ

の

家
は
俄
か
成
金
に
な
っ
た
が
、
ど
う
し
た
も
の
か
へ
ん
な
子
ば
か
り
生

　
　
　

ま
れ
、
　
つ
い
に
そ
の
家
は
つ
ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
。
（
福
島
県
猪
苗
代
湖
畔
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

　
　
　
〔
野
村
純
一
「
世
間
話
と
『
こ
ん
な
晩
』
」
一
九
八
四
年
〕

　
こ
れ
ら
の
話
は
、
村
の
中
の
あ
る
特
定
の
家
が
急
に
財
産
家
に
な
っ
た
り
、
没
落

し
た
り
し
た
時
に
ま
こ
と
し
や
か
に
話
さ
れ
る
「
六
部
殺
し
」
と
呼
ば
れ
る
世
間
話

　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

の

話
型
の

一
つ
で

あ
る
。
そ
の
家
で
旅
の
者
（
座
頭
や
六
部
な
ど
）
を
泊
め
て
、
殺

害
し
、
所
持
金
を
奪
っ
た
た
め
に
家
は
栄
え
た
が
、
殺
さ
れ
た
者
の
崇
り
で
子
ど
も

が

不
具
に

な
っ
た
り
、
家
が
絶
え
た
り
す
る
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ω
で
は
異
常
児
の
誕
生
と
家
の
没
落
の
あ
い
だ
の
因
果
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
「
あ
の
家
あ
、
今
で
あ
、
ろ
く
な
生
活
し
て
ね
ど
も
、
む
が
し
あ
、
倉
の
一
つ

や
二
つ
あ
る
小
金
持
ち
だ
っ
た
ど
さ
。
」
と
語
り
、
話
が
語
ら
れ
た
時
点
で
は
、
富
が

消
滅
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
話
が
さ
さ
や
か
れ
る
背
景
に
は
、
狭

い

地
域
社
会
の

中
で
急
激
に
富
を
増
や
し
た
者
へ
の
周
囲
の
嫉
妬
や
羨
望
が
あ
る
と

　
　
　
　
　
（
8
3
）

指
摘
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
「
六
部
殺
し
」
の
世
間
話
が
、
事
実
と
の
関
連
と
い
う
興
味
か
ら
離
れ
、
話

型

を
整
え
て
昔
話
と
し
て
語
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
「
こ
ん
な
晩
」
と
い

う
昔
話
の
話
型
の
一
つ
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
「
こ
ん
な
晩
」
で
は
事
件
の
の
ち

に
生

ま
れ
た
子
が
、
成
長
後
、
「
俺
を
殺
し
た
の
は
こ
ん
な
晩
だ
っ
た
ね
」
と
父
親

の

悪
事
を

暴
露
す
る
筋
書
に
な
っ
て
い
る
。

　
堤
邦
彦
氏

は

「
近
世
説
話
の

一
視
角
－
唱
導
か
ら
文
芸
へ
の
軌
跡
l
」
の
中
で
、

本
話
が
近
世
の

通
俗
仏
書
に
散
見

さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
源
泉
に
中
国
の
仏
教
説
話
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

影
響
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
話
の
成
立
の
背
景
に
当
代
の
説
教
僧
の
舶

載
書
渉
猟
が

あ
っ
た
と
い
う
指
摘
は
本
話
に
限
ら
ず
、
現
在
口
承
で
聞
か
れ
る
因
果

応
報
課
系
の
世
間
話
の
出
所
を
知
る
上
で
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
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本
話
の

出
所
が
近
世
期
の
唱
導
話
材
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は

本
話
の

理
解
の
上
で
大
き
な
進
展
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
上
で
、
本
話
が
事
実
譜
と

し
て
全
国
に
流
通
し
て
い
っ
た
こ
と
は
本
話
を
受
容
し
て
い
っ
た
民
間
の
心
意
と
の

か
か
わ

り
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
特
に
寛
延
二
（
一
七
四
九
）

年
の
『
新
著
聞
集
』
や
享
保
十
一
（
一
七
二
六
）
年
刊
の
『
諸
仏
感
応
見
好
書
』
に

見

ら
れ
る
よ
う
な
殺
人
者
の
子
ど
も
が
罪
人
に
な
る
、
親
不
孝
者
に
な
る
と
い
う
因

果
の
類
例
が
人
口
に
檜
炎
せ
ず
、
子
ど
も
に
異
常
が
見
ら
れ
る
と
い
う
類
例
ぼ
か
り

が

も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
民
間
の
「
子
ど
も
」
観
と
切
り
離
し
て
は
考
え

ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
岩
本
通
弥
氏
は
そ

の

「
捨

子
」
論
の
中
で
、
「
子
ど
も
」
を
家
の
罪
を
背
負
う
存

在
と
し
て
位
置
付
け
た
。
こ
の
位
置
付
け
は
「
異
常
児
」
の
伝
承
を
考
え
る
上
で
示

唆
に
富
む
。
そ
し
て
「
六
部
殺
し
」
型
の
説
話
か
ら
、
家
の
繁
栄
と
引
き
換
え
に
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

ど
も
が
不
具
に
な
る
、
早
死
に
す
る
と
い
う
対
立
の
構
図
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

　
子

ど
も
が
家
の
繁
栄
の
犠
牲
と
な
る
と
い
う
考
え
方
の
他
に
筆
者
が
本
話
で
注
目

し
た
い
の
は
殺
さ
れ
た
者
の
霊
が
な
ぜ
生
ま
れ
子
に
宿
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

そ
の

際
に
忘
れ
て

は

な
ら
な
い
の
が
「
死
」
と
「
出
産
」
の
相
互
の
影
響
で
あ
る
。

「
死
」
と
「
出
産
」
は
民
俗
社
会
の
中
で
ど
ち
ら
も
強
い
ケ
ガ
レ
の
意
識
を
呼
び
起

こ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
死
」
と
「
出
産
」
が
重
な
る
こ
と
は
二
重
に

忌

ま
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
妊
婦
が
葬
式
に
行
く
こ
と
を
嫌
う
の
は
広
く
知
ら
れ
る

俗
信
で
あ
る
。

　
既
に
拙
稿
の
中
で
言
及
し
た
が
、
出
産
と
殺
生
は
ち
ょ
う
ど
「
あ
の
世
」
と
「
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

の

世
」
で
ま
っ
た
く
逆
の
方
向
に
働
く
動
き
で
あ
る
と
い
え
る
。
あ
の
世
の
も
の
を

こ
の
世
に
呼
ぶ
行
為
が
「
出
産
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
こ
の
世
の
も
の
を
あ
の

世
に
送

る
行
為
が
「
殺
生
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
妊
婦
を
持
つ
家
の
者
に
は
殺

生
が
忌

ま
れ
、
殺
生
を
生
業
と
す
る
者
（
猟
師
・
漁
師
）
に
は
妊
婦
や
出
産
が
忌
ま

れ
て

き
た
の
で
あ
る
。
「
こ
ん
な
晩
」
の
中
で
父
親
の
悪
事
を
暴
露
し
た
子
ど
も
の

顔
が

殺

し
た
六
部
（
座
頭
）
に
そ
っ
く
り
だ
っ
た
と
語
る
も
の
も
多
い
。
こ
の
こ
と

は
、
妊
婦
を
持
つ
猟
師
が
獲
物
を
撃
つ
と
生
ま
れ
る
子
ど
も
に
障
害
が
で
る
と
い
う

説

や
、
殺
し
た
物
の
特
徴
が
生
ま
れ
た
子
に
表
れ
る
と
す
る
一
群
の
話
と
の
関
連
で

考

え
る
べ
き
話
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
殺
さ
れ
た
ば
か
り
の
不
安
定
な
魂
は
ま
だ

形
の

定

ま
っ
て
い
な
い
、
同
じ
く
不
安
定
な
生
ま
れ
て
く
る
魂
と
混
同
さ
れ
や
す
い

と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
「
六
部
殺
し
」
「
こ
ん
な
晩
」
型
の
説
話
は
中
国
種
の
仏
教
説
話
か
ら
民
間
に
広
が

っ

た

も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
幅
広
い
伝
承
の
分
布
は
、
富
が
民
俗
社
会
の
外
部

か

ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
心
意
と
、
富
と
と
も
に
異
常
児
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
す

る
伝
統
的
な
心
意
な
ど
と
う
ま
く
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
え
よ
う
。
ま

た
小
松
和
彦
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
話
の
流
行
の
要
因
と
し
て
貨
幣
経
済
の
浸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

透

と
い
う
歴
史
的
な
背
景
を
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
こ
ん
な
晩
」
型
の
昔
話
に
は
二
つ
の
型
の
話
が
存
在
し
て
い
る
。

一
つ

は
、
先
に
述
べ
た
生
ま
れ
子
が
異
常
児
で
あ
っ
た
（
口
が
き
け
な
か
っ
た
）
と

語

り
、
そ
の
子
が
初
め
て
口
を
き
い
た
時
に
、
悪
事
が
露
見
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
今
一
つ
は
、
子
ど
も
が
父
親
の
悪
事
を
暴
露
し
た
後
、
化
け
物
と
化
し
て
姿
を

消
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
子
ど
も
が
姿
を
消
す
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
持
つ
話
に
は

そ
の
子
が
異
常
児
で
あ
っ
た
と
す
る
例
は
現
在
ま
で
の
報
告
に
は
見
出
せ
な
い
。
前
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者
は

「
異
常
の
発
生
－
富
の
獲
得
ー
異
常
児
誕
生
ー
異
常
の
告
発
」
と
い
う
型
を
有

し
、
後
者
は
「
異
常
の
発
生
－
富
の
獲
得
ー
誕
生
－
異
常
の
告
発
ー
逃
亡
」
と
い
う

型
を

有

し
て
い
る
。
後
者
で
は
、
異
常
を
暴
露
し
た
後
、
化
け
物
と
化
し
て
姿
を
消

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
ま
れ
児
が
実
は
「
異
常
な
子
ど
も
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
露
見

す

る
と
い
う
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
。
生
ま
れ
児
が
成
長
後
に
悪
事
を
暴
露
す
る
こ

と
は
拙
稿
「
他
界
へ
帰
る
こ
ど
も
（
上
）
」
で
紹
介
し
た
異
常
事
態
を
予
言
す
る
異
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）

児
と
い
う
観
念
と
つ
な
が
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
生
ま
れ
児
が
成
長
後
「
逃
亡
」
す
る

こ
と
は
こ
の
子
が
本
来
は
「
こ
の
世
」
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て

い

よ
う
。
こ
の
子
の
「
逃
亡
」
は
聞
き
手
に
は
「
富
」
や
「
幸
福
」
の
消
滅
と
類
比

的
に
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
も
う
一
つ
考
え
合
わ
せ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
「
六
部
殺
し
」

型
説
話
と
座
敷
童
子
と
の
つ
な
が
り
で
あ
る
。
折
口
信
夫
は
昭
和
九
（
一
九
三
四
）

年
の
「
座
敷
小
僧
の
話
」
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
三
州
天
竜
川
の
中
流
か
ら
、
遠
州
へ
越
え
た
門
谷
（
静
岡
県
周
智
郡
水
窪
町
門

　
　
谷

…
引
用
者
註
）
と
い
ふ
所
に
座
敷
坊
主
と
い
ふ
の
が
ゐ
て
、
枕
返
し
を
す
る

　
　

と
い
ふ
話
を
聞
い
た
。
何
故
そ
ん
な
事
が
あ
る
の
か
と
訊
く
と
、
門
谷
の
あ
る

　
　
家
に
坊
主
が
泊
ま
っ
て
殺
さ
れ
た
と
か
、
ま
た
は
暗
い
中
に
出
発
さ
せ
て
途
中

　
　
で
殺

し
た
為
、
怨
霊
が
出
て
寝
て
ゐ
る
位
置
を
変
へ
て
脅
す
と
か
い
ふ
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
8
）

　
　
形

は
、
坊
主
頭
の
按
摩
の
様
な
な
り
を
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
。

　

こ
こ
で
は
怨
霊
と
そ
の
家
の
富
貴
の
関
係
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
折
口

は

こ
の
話
を
「
旅
人
を
殺
し
て
持
ち
金
を
取
っ
て
、
そ
の
家
が
富
ん
だ
と
言
ふ
類
型

的
の
も
の
」
と
認
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）

　
座
敷
童
子
の

既
刊
資
料
の
類
例
を
整
理
し
た
千
葉
徳
爾
氏
、
内
山
清
美
氏
の
論
考

に

は

「
六
部
殺

し
」
型
説
話
と
つ
な
が
る
座
敷
童
子
の
事
例
は
折
口
の
こ
の
報
告
以

外
に

な
い
。
東
北
以
外
の
地
の
報
告
で
も
あ
り
、
座
敷
童
子
の
伝
承
と
し
て
は
特
異

な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
例
を
東
北
の
座
敷
童
子
と
同
列
に
扱
っ
て
よ
い
も
の
か
ど
う

か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
「
富
の
獲
得
と
と
も
に
家
に
棲
み
つ
く
霊
的
な
存
在
」

と
い
う
点
で
は
座
敷
童
子
と
重
な
る
部
分
が
大
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
霊
的
な
存
在
」

が

「
霊
」
と
し
て
語
ら
れ
た
場
合
が
「
座
敷
童
子
」
で
あ
り
、
実
在
の
子
ど
も
と
し

て

語
ら
れ
た
場
合
が
「
異
常
誕
生
児
」
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
一
方
座
敷
童
子
の
説
明
と
し
て
語
ら
れ
る
言
説
の
中
に
異
常
児
と
の
関
連
を
述
べ

る
も
の
が
あ
る
こ
と
に
も
目
を
向
け
る
べ
き
だ
。

　
　
遠
野
で
は

ザ
シ

キ

ワ
ラ
シ
の
調
査
の
訪
問
者
に
悲
鳴
を
あ
げ
、
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ

　
　
と
は
昔
血
族
結
婚
が
多
か
っ
た
の
で
、
不
具
や
精
神
異
常
の
子
が
生
ま
れ
る
と

　
　
世
間
態
を
恥
じ
、
座
敷
に
封
じ
て
世
間
に
出
さ
せ
な
い
子
の
こ
と
だ
っ
た
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）

　
　
説
明
し
た
り
も
す
る
。

　
座
敷
童
子
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
本
質
を
解
明
す
る
こ

と
が
目
的
で
は
な
い
。
し
か
し
千
葉
徳
爾
氏
が
そ
の
正
体
を
水
神
小
童
に
求
め
た
座

　
　
（
3
9
）

敷
童

子
の
伝
承
は
異
常
児
誕
生
の
世
間
話
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
、
新
た
な
展
開

を

見

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
を
論
じ
尽
く
す
用
意

が

な
い
。
さ
し
あ
た
っ
て
、
座
敷
童
子
i
異
常
児
誕
生
－
六
部
殺
し
の
イ
メ
ー
ジ
の

重
複
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
以

上
、
異
常
児
の
誕
生
の
背
景
に
何
ら
か
の
異
常
事
態
に
よ
る
富
の
獲
得
が
あ
る

と
語
ら
れ
る
例
を
見
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
話
の
多
く
は
、
異
常
事
態
が
家
の
衰
退
を
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呼
ん

だ

原

因
と
し
て
因
果
応
報
讃
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
富
と
異
常
児
の

関
係
に
目
を
向
け
る
な
ら
ぽ
、
両
者
は
か
た
く
結
び
あ
っ
て
現
世
に
も
た
ら
さ
れ
て

い

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

六
　
富
と
異
常
児
の
去
来

　
前
章
の
例
で
は
異
常
児
は
あ
た
か
も
「
富
」
を
得
た
代
償
と
し
て
こ
の
世
に
も
た

ら
さ
れ
た
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
先
に
述
べ
た
よ
う
に
本
来
は
異
常
児
は

富

と
と
も
に
こ
の
世
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
受
け
取
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
家
に
と
っ

て
プ

ラ
ス
で
あ
る
「
富
」
が
も
た
ら
さ
れ
た
時
、
家
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る

「
子

ど
も
」
が
い
る
こ
と
は
均
衡
を
保
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
異
常
児
と
富
が
セ
ッ

ト
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
証
拠
に
、
こ
こ
で
は
富
が
異
常
児
と
と
も
に
も
た
ら
さ
れ
な

が

ら
、
異
常
児
が
去
っ
て
い
く
と
と
も
に
失
わ
れ
る
と
い
う
事
例
を
見
て
い
き
た
い
。

　
　
⑥
　
洞
穴
さ
ま
の
膳
椀
を
借
り
て
返
さ
な
か
っ
た
家
に
足
な
え
の
子
が
生
ま
れ

　
　
　

る
。
あ
る
秋
急
に
手
足
が
伸
び
て
米
俵
を
持
っ
て
去
る
。
洞
穴
様
の
罰
だ
ろ

　
　
　
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。
（
岩
手
県
栗
原
郡
若
柳
町
川
原
）
〔
佐
々
木
徳
夫
『
陸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）

　
　
　
前
の
昔
話
』
　
一
九
七
九
年
〕

　
　
ω
　
山
の
洞
穴
か
ら
膳
椀
を
借
り
て
返
さ
な
か
っ
た
男
に
子
が
出
来
る
が
、
い

　
　
　
つ
ま
で
た
っ
て
も
歩
け
な
い
。
十
歳
の
秋
に
子
は
米
俵
二
俵
担
い
で
洞
穴
に

　
　
　
入
っ
て
行
く
。
男
と
妻
が
後
を
つ
け
る
と
、
「
も
と
は
と
れ
た
」
と
い
う
声

　
　
　
が
聞
こ
え
、
二
人
は
逃
げ
去
っ
た
。
（
新
潟
県
長
岡
市
西
蔵
王
町
）
〔
水
沢
謙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）

　
　
　
一
『
お
ぽ
ば
の
昔
話
』
一
九
六
六
年
〕

　

⑧
　
菅
田
と
い
う
と
こ
ろ
の
大
尽
の
娘
は
十
三
歳
に
な
っ
て
も
歩
け
な
い
。

　
　
「
嫁
に
行
く
年
な
の
に
」
と
言
う
と
「
家
中
の
お
膳
を
頭
に
乗
っ
け
て
く
れ

　
　

れ
ば

歩
く
」
と
い
う
。
言
う
通
り
に
す
る
と
、
そ
の
ま
ま
千
淵
の
ほ
う
へ
入

　
　
っ

て

し
ま
っ
た
。
オ
カ
ッ
パ
（
河
童
）
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
噂
し
た
。

　
　
（
群
馬
県
中
之
条
町
上
反
下
）
〔
山
田
厳
子
・
長
野
晃
子
「
上
反
下
・
下
反
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
6
）

　
　
の

口
承
文
芸
（
二
）
」
一
九
八
五
年
〕

　
⑨
　
シ
ョ
ノ
ラ
と
い
う
屋
号
の
家
で
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
が
、
い
つ
ま
で
も
立

　
　

つ

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
「
お
前
は
ど
う
し
て
歩
け
な
い
か
」
と

　
　
問

う
と
、
「
家
宝
の
茶
が
ま
を
負
わ
し
て
く
れ
れ
ば
歩
け
る
」
と
い
う
の
で

　
　
負
わ
せ
た
ら
、
ア
カ
ブ
チ
の
中
へ
歩
い
て
行
っ
て
し
ま
い
、
と
う
と
う
出
て

　
　

こ
な
か
っ
た
。
（
長
野
県
南
信
地
方
）
〔
長
野
県
史
刊
行
会
編
『
長
野
県
史
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

　
　
俗
編
　
第
2
巻
（
三
）
』
一
九
八
九
年
〕

　
⑩
　
申
し
子
を
し
て
子
ど
も
を
得
た
親
が
、
可
愛
が
っ
て
い
つ
ま
で
も
お
ぶ
っ

　
　
て

歩
い
て
い
た
。
四
十
歳
に
な
っ
た
あ
る
日
、
子
供
が
豆
の
入
っ
た
か
ま
す

　
　
を

「
担
い

で
い

く
」
と
言
う
の
で
担
が
せ
た
と
こ
ろ
、
山
の
奥
の
穴
へ
入
っ

　
　
て

行
く
。
穴
の
中
か
ら
「
四
十
年
で
豆
一
俵
取
っ
て
来
た
」
と
い
う
声
が
す

　
　

る
。
そ
し
て
「
ま
だ
三
百
か
さ
あ
る
」
と
い
う
の
で
、
こ
の
子
供
に
借
り
目

　
　
が

あ
る
と
わ
か
っ
て
三
百
を
持
っ
て
行
っ
て
、
穴
の
側
に
置
い
て
来
た
。

　
　
（
青
森
県
下
北
郡
脇
野
沢
村
）
〔
脇
野
沢
村
役
場
『
脇
野
沢
村
史
民
俗
編
』
一

　
　
　
（
9
8
）

　
　
九

八
三
〕

子

ど
も
の
去
来
に
よ
っ
て
富
が
移
動
す
る
の
は
座
敷
童
子
を
連
想
さ
せ
る
型
で
あ

る
。
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こ
の
話
型
に
属
す
る
話
が
山
の
洞
穴
（
川
の
源
泉
）
や
淵
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の

は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
水
界
か
ら
富
を
得
、
異
常
児
が
水
界
に
帰
っ
て
い
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
富
も
ま
た
移
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
成
長
後
に
逃
亡
す
る
モ
チ
ー
フ
を
含
む
こ
の
事
例
の
生
ま
れ
児
の
「
異
常
」
が
、

生

ま
れ
な
が
ら
に
し
て
「
異
常
」
と
判
明
す
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
注
意

す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
　
つ
ま
り
、
あ
る
程
度
成
長
し
な
け
れ
ぽ
「
足
腰
が
立
た
な

い
」
と
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
鬼
子
」
の
章
で
も
指
摘
し
た
が
、

「
育
て

ら
れ
る
『
異
常
児
』
」
と
「
殺
害
・
遺
棄
さ
れ
る
『
異
常
児
』
」
の
質
の
違
い

と
し
て
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　
⑧
以

下
に
は

「
富
の
獲
得
」
の
モ
チ
ー
フ
は
な
い
が
、
⑧
は
「
大
尽
の
娘
」
で
あ

り
、
既
に
富
は
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
こ
の
異
常
児
が
「
頭
に

膳
椀
を

の

っ

け
て
く
れ
」
と
言
う
こ
と
か
ら
、
本
話
が
③
⑥
⑦
の
「
椀
貸
し
伝
説
」

に

つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
こ
の
家
の
富
は
、
そ
の
娘
が
去
っ

て

行
っ
た
場
所
、
す
な
わ
ち
水
界
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
⑨
の
事
例
で
も
シ
ョ
ノ
ラ
と
い
う
屋
号
の
家
の
富
は
水
界
と
の
か
か
わ
り
で
得
て

い

た

も
の
と
看
取
で
き
る
。
家
宝
の
茶
が
ま
は
水
界
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
子
ど

も
の
入
水
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
子
ど
も

が
姿
を
消
し
た
こ
と
は
家
の
衰
運
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
⑩
の
事
例
は
や
や
毛
色
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
異
常
児
は
「
申
し
子
」
で

あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
神
仏
に
「
子
ど
も
を
授
け
て
く
れ
」
と
祈
願
す
る
行
為
は
、

実
は
他
界
と
の
通
路
を
開
く
危
険
な
行
為
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
「
申
し
子
」
は

　
「
異
常
の
発
生
」
と
捉
え
ら
れ
る
。
昔
話
の
異
常
児
誕
生
謹
の
中
で
は
、
富
を
も
た

ら
す
異
常
児
の
多
く
は
申
し
子
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
神
と
人
と
の
通
婚
に
よ
る
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
9
）

の

子
の
誕
生
に
つ
な
が
る
」
と
考
え
ら
れ
た
。
常
人
を
越
え
る
子
ど
も
は
、
民
俗
社

会
の
中
で
は
、
畏
怖
さ
れ
る
と
同
時
に
忌
避
さ
れ
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て

「
ど
ん
な
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
申
し
子
な
ど
す
る
も
ん
じ
ゃ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
0
1
）

な
い
」
と
い
う
俗
信
が
さ
さ
や
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
⑩
で
は
、
生
ま
れ
児
を
「
異
常
児
」
と
す
る
表
現
は
な
い
が
、
「
何
十
歳
に
な
る

ま
で
、
可
愛
く
て
可
愛
く
て
、
親
が
子
ぽ
大
事
に
し
て
し
て
、
こ
こ
ざ
（
背
中
）
お

ぶ
っ

て

歩
い
て
」
「
可
愛
い
可
愛
い
す
る
う
ち
に
四
十
に
な
っ
た
す
て
ば
」
と
語
ら

れ
て

い

る
。
親
の
盲
目
の
愛
が
子
ど
も
を
ブ
リ
ー
ク
ス
に
し
た
と
受
け
取
れ
よ
う
。

　
実
は
⑩
と
同
型
の
話
が
元
禄
七
年
か
ら
元
禄
末
年
（
一
六
九
四
～
一
七
〇
四
）
頃

ま
で
の
刊
と
推
定
さ
れ
る
『
善
悪
報
ば
な
し
』
の
巻
一
第
一
「
前
世
に
て
人
の
物
を

か

り
取
り
か
へ
さ
ざ
る
報
に
よ
り
子
と
生
れ
来
て
取
て
か
へ
る
事
」
に
示
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
梗
概
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
寛
永

（
一
六
二
四

～
一
六
四
四
）
の
頃
、
摂
州
の
さ
る
百
姓
が
四
十
あ
ま
り
ま

　
　
で
子
供
が

な
い
の
で
神
仏
に
祈
願
し
て
、
男
の
子
を
得
る
。
二
十
一
歳
に
な
っ

　
　
て

も
足
腰
が
た
た
な
い
。
あ
る
時
、
「
米
三
俵
、
銭
三
貫
文
を
く
だ
さ
れ
ば
、

　
　
そ
れ
を

力
に
し
て
立
ち
ま
し
ょ
う
」
と
答
え
る
。
親
が
用
意
す
る
と
そ
れ
を
つ

　
　

か
ん

で
、
山
へ
入
っ
て
行
く
。
親
が
後
に
従
っ
て
い
く
と
、
子
は
背
丈
が
一
丈

　
　

ほ

ど
の
鬼
に
な
っ
て
い
る
。
「
私
を
子
と
思
っ
た
の
が
愚
か
で
あ
る
。
私
は
お

　
　

前
に
前
世
で
銭
、
米
を
貸
し
た
が
、
つ
い
に
返
済
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
こ

　
　

れ
を

取

り
返
す
た
め
、
私
は
お
前
の
子
供
と
な
り
、
二
十
一
ま
で
お
前
の
も
の

　
　

を

喰
い
つ
ぶ
し
、
残
り
は
こ
の
銭
、
米
で
あ
る
。
今
取
り
返
し
て
帰
る
。
さ
あ
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子どもと富

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
ー
工
）

　
　
帰
ろ

う
」
と
言
っ
て
、
な
お
山
中
深
く
入
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
『
善
悪
報
ば
な
し
』
は
、
諸
国
の
民
謂
（
世
間
話
）
の
聞
き
書
き
と
い
う
体
裁
を

と
っ
て
い
る
。
吉
田
幸
一
氏
は
本
書
を
「
諸
国
を
遍
歴
の
経
験
を
持
っ
た
僧
侶
の
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
鵬
）

述
で

あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
仏
教
の
因
果
応
報
諌
と
し
て
語
ら
れ
る
俗
説
教
が
民

間
説
話
に
影
響
を
与
え
た
り
、
俗
説
教
が
民
間
説
話
を
取
り
込
ん
で
い
っ
た
り
し
た

こ
と
を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
と
い
え
よ
う
。

　
異
常
誕
生
児
を

「
前
世
の

借
金
の
報
い
」
と
考
え
る
思
想
は
中
国
の
討
債
鬼
説
話

の

影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
中
国
で
は
債
権
を
有
し
て
回
収
で
き
ず
に
死
ん
だ
者
が
、

債
務
者
の

子

ど
も
と
し
て
生
ま
れ
、
債
務
者
の
財
産
を
使
い
果
た
す
こ
と
が
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
！
）

さ
れ
た
。
そ
の
亡
者
を
討
債
鬼
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
討
債
鬼
説
話
の
日
本
で
の
受
容

の

問
題
は
、
堤
氏
が
「
六
部
殺
し
」
型
説
話
で
示
し
た
よ
う
に
説
教
僧
が
渉
猟
し
た

中
国
種
の
文
献
の
検
討
と
い
う
方
向
で
精
査
が
必
要
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
こ
の
よ
う

な

説
話
が

「
異
常
児
」
に
「
罪
業
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
す
る
こ
と
に
荷
担
し
て
き

た

こ
と
は
重
要
な
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
本
話
で
は

「
富
」
は
前
世
の
悪
業
に
よ
っ
て
得
た
と
し
て
い
る
が
、
異
常
児
が
山

に

入
っ
て
い
く
と
こ
ろ
か
ら
「
他
界
」
と
の
つ
な
が
り
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
前
世

の

借
金
」
と
い
う
観
念
は
民
間
の
伝
承
の
⑩
の
中
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
考
え
は

民

間
の
心
意
か
ら
は
な
じ
み
に
く
い
発
想
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
局

『
善
悪
報
ぱ
な

し
』
所
収
の
話
も
説
教
僧
の
意
図
は
ど
う
で
あ
れ
、
民
間
で
は
富
を

も
た
ら
し
た
場
所
へ
富
を
携
え
て
帰
る
一
群
の
「
子
ど
も
」
の
話
と
し
て
受
容
さ
れ

た
の

で
は
な

い
だ

ろ
ぷ
・

七
　
富
を
も
た
ら
す
異
常
児

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
富
を
得
た
後
に
異
常
児
を
得
た
場
合
、
人
々
は
異
常
児

を

富
を
得
た
代
償
と
受
け
取
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
異
常
児
を
得
た
あ
と
に
富
を

得
た

と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
人
々
は
異
常
児
が
富
を
も
た
ら
し
た
と
捉
え
る

の

で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
よ
う
な
展
開
が
「
昔
話
」
と
し
て
好
ま
れ
る
話

型
で
あ
っ
た
。
一
寸
法
師
、
桃
太
郎
な
ど
の
昔
話
は
こ
の
型
に
属
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
型
の
世
間
話
が
あ
る
と
す
る
と
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
「
福
子
」

の
伝
承
に
属
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
福
子
」
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
「
話
」

の

報
告
は
意
外
に
少
な
い
。
『
福
子
の
伝
承
』
に
は
「
福
子
」
と
い
う
名
称
は
な
い

も
の
の
、
富
を
も
た
ら
す
異
常
児
と
し
て
次
の
よ
う
な
話
を
収
録
し
て
い
る
。

　
　
　
明
治
三
十
三
年
、
国
文
学
者
の
某
氏
は
障
害
の
あ
る
娘
を
残
し
て
死
去
さ
れ

　
　

た
。
生
前
「
私
が
死
ん
で
も
お
前
は
困
ら
せ
ぬ
」
と
言
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ

　
　
の

後
、
家
の
庭
の
梅
か
ら
時
々
銭
が
落
ち
る
よ
う
に
な
る
。
（
群
馬
県
勢
多
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
］
）

　
　
荒
砥
村
）
〔
原
田
龍
雄
『
旅
と
伝
説
』
九
ー
二
（
九
六
号
）
一
九
三
六
年
〕

　

こ
の
話
は
「
警
察
立
合
の
事
実
」
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
同
一
の
話
を
久

野
俊
彦
氏

は

群
馬
県
伊
勢
崎
市
波
志
江
町
の

調
査
で
報
告

し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ぽ

大
室
の

大
尽

さ
ま
の
家
の
「
馬
鹿
」
の
息
子
は
、
親
の
死
後
、
三
時
に
な
る
と
木

の

下
へ
行
っ
て
「
お
金
の
音
が
チ
ャ
ン
チ
ャ
ラ
ン
」
と
言
う
と
お
金
が
降
っ
て
き
た

、
い
え
そ
の
お
金
は
そ
の
乏
し
か
認
な
か
っ
た
、
い
駕
話
護
そ
の
。
と
捌

を

「
親
心
な

ん

だ
ね

え
」
と
表
現
し
て
い
る
。
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こ
の
話
で
は
「
金
銭
」
は
家
の
盛
衰
と
は
結
び
つ
か
ず
、
ま
た
「
金
銭
」
を
も
た

ら
し
た
の
は
「
子
ど
も
」
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
他
界
し
た
「
父
親
」
で
あ
る
と

受
け
取
れ

る
。
し
た
が
っ
て
本
話
は
家
の
繁
栄
を
も
た
ら
す
「
福
子
」
と
は
別
系
統

の

話
で

あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
『
福
子
の
伝
承
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
う
一
つ
の

福
を

も
た
ら
す
子
の
話
は
、
愚
鈍
な
息
子
が
谷
で
踊
り
を
踊
る
瓢
箪
を
拾
っ
て
き
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
1
■
）

金
持
ち

に
な

っ

た

と
い
う
岩
手
県
遠
野
町
の
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
富
」
を
手
に

す

る
の
は
「
愚
鈍
な
息
子
」
自
身
で
あ
り
、
　
「
無
欲
な
も
の
が
却
っ
て
富
を
得
る
」

と
い
う
パ
タ
ー
ン
の
話
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
福
子
」
の
伝
承
自
体
が
芝
、
大
野
両
氏
の
著
書
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
報
告
さ
れ

て

い

な
い
伝
承
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
こ
の
種
の
「
世
間
話
」
の
報
告

の

事
例
が

少
な
い
こ
と
に
対
し
て
は
性
急
な
判
断
は
ひ
か
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し

か

し
「
福
子
」
の
例
に
限
ら
ず
、
異
常
児
を
得
た
後
に
富
を
得
る
と
い
う
型
の
話
は

世
間
話

と
し
て
の
報
告
は
さ
し
て
多
く
な
い
。
異
常
誕
生
児
が
富
を
も
た
ら
す
話
は

事
実
謹
と
し
て
は
語
ら
れ
に
く
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
　
⑪
　
不
具
の
子
を
川
へ
捨
て
た
と
こ
ろ
河
童
と
な
っ
た
。
嫁
い
だ
母
の
と
こ
ろ

　
　
　
へ
年
の
暮
れ
に
は
川
魚
を
持
っ
て
行
っ
た
が
、
あ
る
年
、
女
が
庖
丁
を
置
き

　
　
　
忘
れ
て

い

る
と
、
刃
物
を
恐
れ
て
来
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
（
宮
崎
県
東
臼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

　
　
　
杵
郡
東
岩
戸
村
川

泉
福
寺
）
〔
中
村
地
平
『
日
向
民
話
集
』
一
九
五
二
年
〕

　
『
日
向
民
話
集
』
と
し
て
「
報
告
」
さ
れ
て
い
る
こ
の
話
が
実
際
に
は
ど
の
よ
う

な
語
り
方
を
さ
れ
た
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
「
昔
々
」
の
こ
と
と
し
て
な
の
か
、

「
噂
話
」
と
し
て
な
の
か
。
し
か
し
こ
の
話
は
、
水
界
と
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
富

を

得
て
い
た
旧
家
が
水
界
の
も
の
と
絶
縁
し
た
こ
と
を
物
語
る
、
全
国
に
類
例
の
多

い
話
で

あ
る
。
他
の
事
例
で
は
絶
縁
の
あ
と
そ
の
家
が
没
落
し
た
と
語
る
場
合
も
少

な
く
な
い
。
本
話
が
他
の
類
例
と
違
う
の
は
水
界
の
も
の
を
も
と
は
異
常
児
で
あ
っ

た

と
す
る
点
で
あ
る
。

　
川
に
捨
て
ら
れ
た
「
不
具
の
子
」
が
河
童
と
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
場
所
に
よ
っ

て

そ

の

子
の

性
質
が
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
川
と
い
う
場

所
」
を
得
た
か
ら
川
に
い
る
も
の
の
名
称
（
河
童
）
が
与
え
ら
れ
た
と
考
え
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
1
）

で

あ
る
。
妖
怪
と
は
そ
の
場
所
に
規
定
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
世
で
は
不
具
と

い

う
一
種
の
欠
損
状
態
に
あ
る
、
存
在
の
不
安
定
な
子
ど
も
が
、
川
と
い
う
他
界

（
の

入

り
口
と
目
さ
れ
て
い
た
場
所
）
へ
連
れ
て
来
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
河

童
」
と
い
う
名
称
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
話
で
は
親
は
異
常
誕
生
児
を
ま
ず
他
界
（
と
目
さ
れ
る
場
所
）
に
遺
棄
し
、

し
か
る
の
ち
に
そ
の
場
所
か
ら
富
を
得
て
い
た
。
異
常
誕
生
児
を
「
他
界
の
も
の
」

と
位
置
づ
け
、
そ
れ
を
家
の
繁
栄
の
た
め
に
使
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
話
は

「
野

山
の
精
霊
」
を
捕
ら
え
て
家
で
使
っ
て
い
た
が
、
本
来
は
他
界
に
属
す
る
も
の

で

あ
る
か
ら
「
解
放
を
欲
し
」
他
界
へ
逃
げ
て
い
っ
た
と
す
る
一
連
の
話
と
同
一
の

　
　
　
（
O
1
1
）

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
異
常
児
」
は
河
童
と
い
う
家
の
外
の
精
霊
と
同
一
視
さ

れ
て

い
る
。

　
⑪
の
事
例
で
は
、
「
異
常
児
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
失
わ
れ
、
そ
の
「
不
具
性
」
も

記
号
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
る
。

　
　
⑫
　
生
ま
れ
た
子
に
歯
が
生
え
て
い
る
。
乳
に
か
み
つ
く
と
困
る
の
で
鍛
冶
屋

　
　
　
ば

さ
み
で
は
さ
ん
で
飲
ま
せ
た
。
三
日
か
一
週
間
う
ち
で
乳
を
飲
ま
せ
た
が
、

　
　
　
節
分
の
晩
に
自
在
鍵
を
つ
た
っ
て
天
井
へ
あ
が
り
、
破
風
か
ら
出
て
い
っ
た
。
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「
節
分
の
夜
に
三
石
三
斗
三
升
た
い
て
く
れ
れ
ば
一
生
貧
乏
は
さ
せ
ん
」
と

　
　
　
言

い
残
す
。
節
分
の
た
び
に
米
を
炊
き
、
外
に
供
え
て
お
く
と
、
そ
れ
が
な

　
　
　

く
な
っ
て
い
た
。
そ
の
家
は
ず
っ
と
金
持
ち
で
あ
っ
た
。
あ
ま
り
た
く
さ
ん

　
　
　

な
の
で
減
ら
し
て
三
斗
三
升
三
合
に
し
て
供
え
た
け
れ
ど
も
、
翌
朝
き
れ
い

　
　
　

に

な
く
な
っ
て
い
た
。
飯
の
な
く
な
る
間
は
金
持
ち
で
曲
豆
か
で
あ
っ
た
。
し

　
　
　
か

し
三
升
三
合
三
勺
に
減
ら
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
か
ら
来
な
く
な
り
、
そ
の

　
　
　
家
は
廃
れ
て
し
ま
っ
た
。
（
愛
媛
県
東
宇
和
郡
城
川
町
）
〔
愛
媛
県
教
育
委
員

　
　
　
会

『
県
境
の
民
俗
ー
東
宇
和
郡
城
川
町
・
北
宇
和
郡
津
島
町
民
俗
資
料
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

　
　
　
報
告
ー
』
一
九
六
八
年
〕

　

こ
こ
で
は
潰
れ
た
屋
敷
の
跡
が
残
っ
て
い
る
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
伝

説
」
と
し
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
異
常
誕
生
児
は
こ
こ
で

も
「
他
界
」
へ
帰
っ
た
あ
と
に
家
に
来
訪
す
る
「
客
人
」
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て

い

る
。
富
を
も
た
ら
す
異
常
誕
生
児
が
家
の
守
り
神
と
し
て
、
家
の
内
部
で
大
切
に

さ
れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
注
意
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
忌
み
嫌
わ
れ
る
存
在
」

と
し
て
生
ま
れ
た
赤
子
は
都
合
よ
く
他
界
へ
と
自
ら
帰
り
、
し
か
る
の
ち
に
、
必
要

な
時
に
家
の
外
部
か
ら
内
部
へ
と
招
き
入
れ
ら
れ
る
。
そ
の
性
質
は
変
則
的
な
家
の

守
り
神
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
「
異
形
の
神
」
は
家
の
内
部
の
者
か
ら
す
れ
ぽ
、

「
必
要
悪
」
と
も
言
え
る
存
在
で
あ
り
、
折
り
あ
ら
ぽ
絶
縁
し
よ
う
と
待
ち
構
え
ら

れ
て

い

る
存
在
で
も
あ
る
。
利
用
さ
れ
る
だ
け
利
用
さ
れ
た
あ
と
、
一
方
的
に
絶
縁

を

突
き
付
け
ら
れ
る
存
在
と
し
て
の
異
常
児
の
姿
は
、
他
界
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
醜

い
小
童
の

昔
話

「
竜
宮
童
児
」
と
も
重
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
⑫
と
似
た
構
造
を
持
つ
昔
話
が
岡
山
県
阿
哲
郡
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
。
⑫
と
違

う
の
は
鬼
子
の
両
親
は
鬼
子
を
歓
待
し
た
た
め
に
終
生
他
界
か
ら
富
を
得
た
と
語
ら

れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
観
音
に

申
し
子
を
し
て
子
供
を
得
る
。
生
ま
れ
た
子
が
す
ぐ
に
立
ち
上
が
っ
た

　
　
の

で
、
女
房
が
「
水
を
飲
ま
せ
て
は
い
け
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
ま
に
、
瓶
の

　
　
蓋
が

取
っ
て
あ
っ
た
の
で
、
水
を
飲
み
、
外
に
出
て
し
ま
う
。
夫
婦
は
鬼
子
で

　
　
は

な
か
っ
た
か
と
話
し
、
近
所
に
は
妊
娠
し
て
い
た
こ
と
は
嘘
だ
っ
た
こ
と
に

　
　
す

る
。
十
五
年
後
の
歳
取
り
の
晩
に
き
れ
い
な
娘
が
訪
ね
て
き
て
宿
を
乞
う
。

　
　
様
子
が

お

か

し
い
の
で
す
き
間
か
ら
の
ぞ
い
て
い
る
と
ど
ん
ぶ
り
に
口
を
つ
っ

　
　

こ
ん
で
食
べ
て
い
る
。
翌
朝
娘
が
「
仕
事
を
し
な
く
て
も
食
え
る
よ
う
に
な
る

　
　
か

ら
」
と
言
い
残
し
て
去
る
。
糸
を
引
く
部
屋
に
米
が
十
三
俵
積
ん
で
あ
る
。

　
　
占
い
師
に
占
っ
て
も
ら
う
と
、
や
は
り
こ
の
夫
婦
の
娘
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の

　
　
後
毎
年
正
月
の
一
日
に
は
米
が
十
三
俵
置
い
て
あ
り
、
夫
婦
は
一
生
安
楽
に
送

　
　
っ
た
（
瓶
の
蓋
を
取
っ
て
お
く
と
鬼
子
が
来
て
飲
む
か
ら
、
蓋
を
必
ず
す
る
も

　
　
の

と
い
う
）
。
（
岡
山
県
阿
哲
郡
哲
西
町
川
南
）
〔
稲
田
浩
二
・
立
石
憲
利
『
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
1
1
）

　
　
国
山
地
の
昔
話
』
　
一
九
七
四
年
〕

　
本
話
を

語
っ
た
明
治
二
九
（
一
八
九
六
）
年
生
ま
れ
の
賀
来
飛
左
姻
は
生
ま
れ
た

時
毛
む

く
じ
ゃ
ら
だ
っ
た
の
で
「
猫
の
子
か
も
し
れ
ん
」
と
捨
て
ら
れ
そ
う
に
な
っ

た

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
持
つ
。
こ
の
話
は
完
全
な
昔
話
で
あ
る
が
、
こ
の
昔
話
は

水
瓶
の

蓋
を

し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
由
来
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
昔
話
の
世
界
と

現
実
の
世
界
が
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
富
を
も
た
ら
す
鬼
子
の
話
を
語
り
な
が
ら
も
、
現
実
の
世
界
で
は
鬼
子
を
生
か
す

行
為
を

タ
ブ
ー
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
鬼
子
を
も
う
け
て
富
を
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得
る
と
い
う
発
想
を
「
い
つ
と
も
し
れ
な
い
昔
」
の
話
（
昔
話
）
と
し
て
な
ら
ぽ
受

け
入
れ
ら
れ
て
も
、
現
実
の
生
活
感
情
と
し
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
し

て

い
よ
う
。

　

こ
の
こ
と
は
変
則
的
な
守
り
神
の
事
例
、
例
え
ば
、
水
死
体
を
エ
ビ
ス
と
呼
ぶ
信

仰

な
ど
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
よ
い
。
豊
漁
を
も
た
ら
す
と
語
り
な
が
ら
も
、
水
死
体

を

積
極
的
に
拾
い
に
い
く
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
で
き
れ
ぽ
避
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

た
い

と
思
っ
て
い
る
と
い
う
漁
民
の
心
意
な
ど
と
重
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　
つ
ま
り
、
鬼
子
な
ど
の
異
常
児
は
で
き
れ
ば
も
う
け
た
く
な
い
、
マ
イ
ナ
ス
の
存

在
で
あ
り
、
も
う
け
て
し
ま
っ
た
な
ら
ぽ
、
一
時
も
早
く
他
界
へ
引
き
取
っ
て
も
ら

わ
ね
ば
な

ら
な
い
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
注
意
し
た
い
の
は
⑫
の
事
例
と
こ
の
昔
話
の
鬼
子
が
訪
れ
る
時
期
で
あ
る
。

大
歳
の
夜
や
節
分
に
鬼
や
疫
神
な
ど
好
ま
し
か
ら
ぬ
客
を
歓
待
し
て
、
災
厄
を
免
れ

る
だ
け
で
な
く
、
か
え
っ
て
福
徳
に
め
ぐ
ま
れ
る
と
い
う
信
仰
が
あ
っ
た
。
大
島
建

彦
氏
は

「
疫
神
祭
祀
の
民

俗
」
の
中
で
疫
神
を
福
神
へ
と
転
換
す
る
こ
れ
ら
の
祭
祀

を

御
霊
信
仰
の
系
譜
に
位
置
付
け
た
。
ま
た
こ
れ
ら
の
祭
り
を
普
遍
的
な
も
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
1
）

な
く
、
家
ご
と
の
個
別
の
対
応
と
見
て
取
っ
て
い
る
。

　
異
常
誕
生
児
の
話
が
疫
神
歓
待
の
モ
チ
ー
フ
を
ま
と
っ
て
い
る
こ
と
は
、
異
常
誕

生
児
が
疫
神
と
重
な
る
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
す

な
わ
ち
で
き
れ
ば
訪
れ
て
欲
し
く
な
い
、
危
険
で
荒
ぶ
る
存
在
で
あ
り
、
も
し
意
に

反

し
て
そ
の
訪
れ
を
受
け
た
な
ら
、
歓
待
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
富
を
引
き
出
し
、
そ

の

用
が
す
め
ば
す
み
や
か
に
送
り
出
さ
ね
ぽ
な
ら
な
い
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

お

わ

り
に

　
異
常
誕
生
児
の
存
在
が
家
の
富
と
か
か
わ
る
と
い
う
事
例
を
世
間
話
を
中
心
に
考

察
し
て
き
た
。
ど
の
事
例
で
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
の
は
、
「
異
常
児
」
が
家
の
盛
衰

の

「
象
徴
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
本
稿
の
内
容
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
本
稿
で
は
ま
ず
家
に
「
歓
迎
」
さ
れ
る
「
異
常
児
」
と
し
て
福
子
を
、
「
忌
避
」

さ
れ
る
「
異
常
児
」
と
し
て
鬼
子
を
想
定
し
た
。
福
子
の
「
異
常
」
は
外
見
か
ら
判

断

さ
れ
る
も
の
が
少
な
い
の
に
対
し
て
、
鬼
子
は
外
見
上
の
「
異
常
」
を
語
る
も
の

が
多
か
っ
た
。

　
福
子
の

伝
承
で
は

存
在
自
体
が
「
福
」
を
も
た
ら
す
と
す
る
も
の
と
、
労
働
力
の

た

し
と
な
る
と
す
る
も
の
に
大
別
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
自
己
の
身
を
犠
牲
に
し
て
家

に
福
を

も
た
ら
す
と
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
。

　
次

に

「
異
常
児
」
が
富
を
も
た
ら
す
事
例
と
し
て
金
銭
と
交
換
さ
れ
る
例
を
挙
げ

た
。
こ
こ
で
は
金
銭
と
交
換
す
る
こ
と
の
呪
術
性
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
た
。

　
「
異
常
児
」
は
金
銭
と
交
換
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
「
富
」
と
と
も
に
も
た
ら
さ

れ
も
す
る
。
他
界
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
「
富
」
に
付
随
し
て
鬼
子
や
河
童
の
子
な
ど

の

「
異
常
児
」
も
他
界
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
事
例
が
あ
る
。
一
方
「
六
部
殺

し
」
と
し
て
知
ら
れ
る
話
は
、
「
異
人
殺
し
」
の
結
果
、
得
ら
れ
た
金
銭
に
付
随
し

て

「
異
常
児
」
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
。
金
銭
の
プ
ラ
ス
に
対
し
て
「
子
ど
も
の

288



子どもと富

異
常
」
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
構
図
が
で
き
て
い
る
。
ま
た
「
異
常
児
」
の
誕
生
を
家

の
衰
退
の
兆
候
と
見
る
見
方
も
多
い
。

　
「
異
常
児
」
は
「
富
」
と
セ
ッ
ト
で
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
「
異
常

児
」
が
他
界
へ
去
っ
て
い
っ
た
と
語
る
も
の
に
、
富
も
と
も
に
去
っ
て
い
っ
た
と
語

る
例
も
多
い
。
こ
の
よ
う
な
例
は
子
ど
も
の
去
来
が
富
の
去
来
に
か
か
わ
る
点
で
座

敷
童
子
と
イ
メ
ー
ジ
の
重
複
が
み
ら
れ
る
。

　
「
異
常
児
」
の
訪
れ
自
体
が
富
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
例
は
世
間
話
に

は

さ
し
て
多
く
な
い
。
昔
話
や
伝
説
で
は
子
ど
も
は
ま
ず
他
界
へ
と
去
っ
た
あ
と
、

家
を
訪
れ
て

富
を

も
た
ら
す
と
す
る
例
が
見
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
家
の
富
の
た
め
に

使
わ
れ

る
野
山
の
精
霊
（
役
霊
）
や
、
歓
待
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
プ
ラ
ス
の
存
在
に

変
わ
る
「
疫
神
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
複
す
る
も
の
が
あ
る
。

　
以

上
の

よ
う
な
事
例
か
ら
「
異
常
児
」
に
対
す
る
説
明
の
心
意
は
大
き
く
二
つ
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
「
異
常
児
」
を
で
き
れ
ば
も
う
け
た
く
は
な
い
が
、

も
う
け
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
積
極
的
に
プ
ラ
ス
に
転
換
し
て
い
こ
う
と
す
る
心
意

で

あ
る
。
こ
れ
は
異
常
児
を
「
福
子
」
と
名
付
け
た
り
、
鬼
子
を
歓
待
し
て
富
を
得

た

り
す
る
と
い
う
伝
承
か
ら
う
か
が
え
る
心
意
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
承
は
「
異

常
児
」
を
も
う
け
た
側
に
よ
り
多
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。

　
そ

れ
に

対

し
て
も
う
一
方
は
、
家
の
盛
衰
の
原
因
を
「
異
常
児
」
の
出
現
に
よ
っ

て

説
明
し
よ
う
と
す
る
心
意
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
家
の
富
に
対
し
て
子
ど
も
の
異

常
を

語

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
種
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
満
足
さ
せ
て
い
る
と
も
言

え

る
。
こ
の
種
の
「
世
間
話
」
は
当
の
家
の
外
側
で
語
ら
れ
る
話
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
「
異
常
児
」
が
生
ま
れ
た
際
に
人
々
は
「
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
子
が
生
ま
れ
た
の
だ

ろ
う
か
」
と
問
う
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
の
説
明
と
し
て
家
の
富
と
か
か
わ
る
説
明

が

用
意
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
異
常
児
誕
生
の
説
明
に
は
こ
の
よ
う
な
も
の
以
外
に

も
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
例
え
ぽ
先
祖
や
神
仏
の
障
り
、
禁

忌
の

侵
犯
に
対
す

る
報
い
な
ど
が
予
想
さ
れ
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
説
明
自
体
が
生
ま

れ
子
の

「
異
常
」
を
際
立
た
せ
た
り
、
差
別
や
蔑
視
の
原
因
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ

と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
あ
る
特
定
の
家
の
急
な
繁
栄
や
没
落
に
対
し
て
こ
と
さ
ら
に
そ
の
家
の
子

ど
も
の
「
異
常
」
を
取
り
沙
汰
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合

も
家
の
盛
衰
を
説
明
す
る
道
具
立
て
と
し
て
、
動
物
霊
の
愚
依
や
先
祖
や
神
仏
の
障

り
、
座
敷
童
子
の
移
動
な
ど
別
の
も
の
が
選
ば
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

　
本
稿
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
が
現
実
の
ど
の
よ
う
な
関
係
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
き

た
の

か
は
資
料
の
性
質
上
、
考
察
の
外
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
「
事
実
」
と

「
話
」
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
「
事
実
」
が
「
話
」
に
よ
っ
て
歪
曲
さ
れ

た

り
、
「
話
」
が
「
事
実
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
り
す
る
過
程
を
追
う
こ
と
を
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。
そ
の
よ
う
な
作
業
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
説
明

体
系
の
中
で
ど
の
よ
う
な
場
合
に
ど
の
よ
う
な
説
明
が
選
ば
れ
る
の
か
に
つ
い
て
明

ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
そ

の

こ
と
は
ま
た
我
々
の
日
常
生
活
の
中
で
、
通
常
と
違
う
特
徴
を
も
つ
他
者
に

対
す

る
「
過
剰
な
意
味
づ
け
」
を
「
世
間
話
」
と
し
て
対
象
化
し
て
ゆ
く
こ
と
と
つ

な
が
る
で
あ
ろ
う
。
現
代
社
会
の
中
に
お
い
て
も
古
い
類
型
は
新
た
な
装
い
を
ま
と

っ

て

現
れ
て

き
て
い
る
。
現
実
の
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
性
の
中
で
語
ら
れ
る
話
に
も
注

目
し
な
が
ら
、
我
々
の
考
え
を
無
意
識
に
規
定
し
て
い
る
も
の
を
明
ら
か
に
し
た
い
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と
考
え
て
い
る
。

〔付
　
記
〕
　
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
小
池
淳
一
、
京
馬
伸
子
、
故
芝
正
夫
氏
か
ら
資
料
の

御
教
示
を

賜

り
ま
し
た
。
ま
た
西
郊
民
俗
談
話
会
、
世
間
話
研
究
会
の
皆
様
か
ら
貴
重
な
御

助
言
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

註（
1
）
　
鈴
木
勝
忠
編
『
雑
俳
語
辞
典
』
一
九
六
九
、
東
京
堂
出
版

（
2
）
　
大
曲
駒
村
『
川
柳
大
辞
典
』
一
九
六
二
、
高
橋
書
店

（
3
）
　
（
2
）
に
同
じ

（
4
）
　
重
信
幸
彦
「
『
世
間
話
』
再
考
ー
方
法
と
し
て
の
『
世
間
話
』
　
ヘ
ー
」
、
『
日
本
民
俗

　
　
学
』
一
八
〇
号
、
一
九
八
九
・
十
一

（
5
）
　
例
え
ば
エ
ド
ガ
ー
ル
・
モ
ラ
ン
『
オ
ル
レ
ア
ン
の
う
わ
さ
』
（
杉
山
光
信
訳
、
　
一
九

　
　
七
三
、
み
す
ず
書
房
）
、
野
村
純
一
「
話
の
行
方
ー
『
口
裂
け
女
』
そ
の
他
」
（
川
田
順

　
　
造
・
徳
丸
吉
彦
編
『
口
頭
伝
承
の
比
較
研
究
1
』
一
九
八
四
、
弘
文
堂
）
な
ど
を
参
照

　
　
の
こ
と
。

（
6
）
　
昭
和
四
年
生
ま
れ
の
東
京
都
生
ま
れ
の
人
か
ら
「
旧
家
に
は
障
害
の
あ
る
人
が
生
ま

　
　
れ
や
す
い
」
と
い
う
話
を
聞
い
た
。
本
稿
に
挙
げ
た
事
例
を
読
め
ば
そ
れ
が
「
伝
統
的
」

　
　
な

思
考
の
枠
組
み
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
「
医
学
」
や
「
遺
伝
」
と
い
っ
た
「
近

　
　
代
」
的
な
装
い
を
ま
と
っ
た
世
間
話
に
つ
い
て
も
「
伝
統
的
」
な
枠
組
み
は
散
見
さ
れ

　
　

る
。
も
ち
ろ
ん
「
道
具
立
て
」
自
体
の
問
題
も
ま
た
看
過
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

　
　
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
7
）
　
大
野
智
也
・
芝
正
夫
『
福
子
の
伝
承
ー
民
俗
学
と
地
域
福
祉
の
接
点
か
ら
ー
』
一
九

　
　
八

三
、
堺
屋
図
書

（
8
）
　
（
7
）
二
四
頁

（
9
）
　
（
7
）
二
六
頁

（
1
0
）
（
7
）
一
五
二
頁

（
1
1
）
（
7
と
五
二
頁

（
1
2
）
　
荒
俣
宏
『
広
告
図
像
の
研
究
』
　
一
九
八
九
、
平
凡
社

　
　
福
助
の
語
源
を
「
大
頭
で
背
の
低
い
見
世
物
の
名
を
、
不
具
助
を
も
じ
っ
て
福
助
と
し

　
　
た

と
こ
ろ
か
ら
」
『
話
の
大
事
典
』
（
引
用
は
『
日
本
国
語
大
事
典
』
一
九
七
五
、
小
学

　
　
館
）
と
す
る
説
が
あ
る
。

（
1
3
）
　
大
島
建
彦
「
仙
台
の
『
福
の
神
』
」

　
　
一
九
九
二
・
九

西
郊
民
俗
談
話
会

『
西
郊
民
俗
』
　
一
四
〇
号
、

（
1
4
）
　
（
7
）
二
六
頁

（
1
5
）
　
（
7
）
四
四
頁

（
1
6
）
　
（
7
）
四
五
頁

（
1
7
）
　
（
7
）
四
七
頁

（
1
8
）
　
青
柳
ま
ち
こ
「
忌
避
さ
れ
た
性
」
（
坪
井
洋
文
『
日
本
民
俗
文
化
大
系
1
0
　
家
と
女

　
　
性

1
1
暮
ら
し
の
文
化
史
‖
』
一
九
八
五
、
小
学
館
）
に
は
結
婚
し
な
い
女
性
へ
の
悪
口

　
　
と
し
て
「
カ
ラ
オ
ン
ナ
」
「
ア
ナ
ナ
シ
」
「
閂
が
あ
る
」
「
小
野
小
町
」
な
ど
肉
体
的
欠

　
　
損
へ
の
憶
測
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
単
身
者
と
心
身
の
障
害
を
結
び
付
け
る
言

　
　
説
は
民
俗
社
会
の

「
一
人
前
」
の
意
識
と
の
か
か
わ
り
で
解
明
す
べ
き
問
題
を
含
ん
で

　
　

い
る
。

（
1
9
）
　
桂
井
和
雄
『
俗
信
の
民
俗
』
一
九
七
三
、
岩
崎
美
術
社

（
2
0
）
　
こ
の
事
例
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
狩
猟
・
漁
携
と
異
常
児
誕
生
」
（
都
留
文
科
大
学
国

　
　
語
国
文
学
会
編
『
国
文
学
論
考
』
第
二
四
号
、
一
九
八
八
）
の
中
で
考
察
を
加
え
た
。

（
2
1
）
　
柳
田
国
男
「
山
の
人
生
」
一
九
二
六
、
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
四
巻
、
　
一
九
六
八
、

　
　
筑
摩
書
房

（
2
2
）
　
佐
竹
昭
広
『
酒
呑
童
子
異
聞
』
一
九
七
七
、
平
凡
社

（
2
3
）
　
小
松
和
彦
『
神
々
の
精
神
史
』
一
九
七
八
、
伝
統
と
現
代
社

（
2
4
）
　
下
野
敏
見
「
鬼
子
殺
し
の
伝
承
（
上
）
・
（
下
）
」
鹿
児
島
民
俗
学
会
『
鹿
児
島
民
俗
』

　
　
九
二
・
九
三
号
、
一
九
八
八
・
六
二
二
〇
、
十
一
・
二
〇

（
2
5
）
　
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
一
九
七
五
、
岩
波
書
店

（
2
6
）
　
増
補
『
史
料
大
成
』
第
二
三
巻
　
藤
原
頼
長
「
台
記
」
θ
　
一
九
六
五
、
同
刊
行
会
、

　
　
臨
川
書
店
、
　
一
二
三
頁

（
2
7
）
　
塙
保
己
一
編
『
績
群
書
類
從
』
補
遺
三
、
一
九
二
三
、
同
刊
行
会

（
2
8
）
　
『
猿
猴
庵
日
記
』
安
永
六
（
一
七
七
七
）
年
成
立
『
名
古
屋
叢
書
』
第
一
七
巻
、
二

　
　
七
四
頁

（
2
9
）
　
（
2
1
）
柳
田
国
男
「
山
の
人
生
」
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
四
巻
、
　
一
＝
一
頁

　
　
　
吉
田
幸
一
編
『
近
世
怪
異
小
説
集
』
一
九
五
五
、
古
典
文
庫
　
五
〇
～
五
二
頁

（
3
0
）
　
『
横
瀬
夜
雨
復
刻
全
集
　
没
後
四
十
年
記
念
出
版
・
歴
史
編
　
明
治
初
年
の
世
相
』

　
　
一
九
七
四
、
小
野
倉
発
行
、
二
八
九
頁
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子どもと富

（
3
1
）
　
（
2
4
）
「
鬼
子
殺
し
の
伝
承
（
上
）
」

（
3
2
）
　
胎
児
と
新
仏
の
ケ
ガ
レ
に
つ
い
て
は
メ
ア
リ
・
ダ
グ
ラ
ス
　
『
汚
稜
と
禁
忌
』
（
塚
本

　
　

利

明
訳
、
一
九
八
五
、
思
潮
社
）
参
照

（
3
3
）
　
下
野
敏
見
『
種
子
島
の
民
俗
1
』
一
九
八
二
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
八
八
頁

（
3
4
）
　
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編
『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
、
一
九
七
五
、
第
一
法
規

（
3
5
）
　
（
3
1
）
一
九
頁

　
　

な
お
下
野
氏
は
こ
の
こ
と
を
周
圏
論
的
に
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
そ
の
説

　
　

に
は
賛
成
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
「
福
子
」
の
伝
承
が
近
畿
地
方
に
顕
著
な
こ

　
　

と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
近
畿
地
方
は
同
じ
く
『
日
本
産
育
習

　
　

俗
資
料
集
成
』
　
の
「
間
引
き
」
「
堕
胎
」
の
伝
承
の
資
料
も
空
白
に
な
っ
て
い
る
地
域

　
　

で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
千
葉
徳
爾
・
大
津
忠
男
の
『
間
引
き
と
水
子
ー
子
育
て
の
フ
ォ

　
　

ー
ク
ロ
ア
』
（
一
九
八
五
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
）
で
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。
千
葉
氏

　
　
は

「
関
西
地
方
を
中
心
と
し
て
大
都
市
の
文
化
的
影
響
が
直
接
お
よ
ぶ
地
域
で
は
、
相

　
　
対
的
に
間
引
き
は
稀
で
、
し
か
も
公
言
を
は
ば
か
る
風
が
み
ら
れ
る
」
（
一
三
三
頁
）

　
　
と
し
て
い
る
。
千
葉
氏
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
背
景
と
し
て
大
都
市
に
お
け
る
儒
学
教

　
　
育
、
生
類
憐
れ
み
の
思
想
の
普
及
、
堕
胎
技
術
の
発
達
を
考
え
て
い
る
。
「
鬼
子
」
伝

　
　
承
の

報
告
が
な
く
、
「
福
子
」
伝
承
の
報
告
が
顕
著
な
の
は
、
こ
の
地
域
の
人
権
意
識

　
　

と
も
深
く
関
わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
3
6
）
　
例
え
ば
『
岡
山
文
化
資
料
』
三
ノ
三
（
岡
山
文
献
研
究
会
）
に
は
「
妊
娠
中
下
駄
に

　
　
腰
を

下
ろ
す
と
歯
が
生
え
た
子
が
生
ま
れ
る
」
と
あ
り
、
こ
れ
を
妊
娠
中
の
戒
め
と
受

　
　
け
取
れ
ば
、
歯
の
生
え
た
子
を
忌
む
意
識
が
こ
の
地
に
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。

（
3
7
）
　
斎
藤
た
ま
『
生
と
も
の
の
け
』
一
九
八
五
、
新
宿
書
房
、
一
〇
一
頁

（
3
8
）
　
財
団
法
人
東
北
更
新
会
秋
田
県
支
部
『
秋
田
の
迷
信
・
俗
信
』
一
九
三
九

（
3
9
）
　
（
3
7
）

（
4
0
）
　
群
馬
県
教
育
委
員
会
『
群
馬
県
民
俗
調
査
報
告
第
＝
一
集
　
桐
生
市
梅
田
町
の
民
俗
』

　
　
一
九
七
〇
、
　
一
五
〇
頁

（
4
1
）
　
中
田
稀
介
「
皆
野
地
方
の
産
育
習
俗
ー
秩
父
郡
皆
野
町
」
『
埼
玉
民
俗
』
三
号
、
　
一

　
　
九
七
三
・
八

（
4
2
）
　
柳
田
国
男
・
橋
浦
泰
雄
編
『
産
育
習
俗
語
彙
』
一
九
三
五
、
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
、

　
　

＝
頁

（
4
3
）
　
東
洋
大
学
民
俗
研
究
会
編
『
西
川
の
民
俗
』
一
九
七
五

（
4
4
）
　
柳
田
国
男
監
修
　
民
俗
学
研
究
所
編
『
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
』
一
九
五
五
、
平
凡
社

（
4
5
）
　
（
4
2
）
に
は
群
馬
県
、
栃
木
県
の
事
例
が
あ
る
。

（
4
6
）
　
堀
内
真
「
人
生
儀
礼
」
富
士
吉
田
市
史
編
さ
ん
室
編
『
新
屋
の
民
俗
』
富
士
吉
田
市

　
　

史
民
俗
調
査
報
告
書
第
六
集
、
一
九
八
五

（
4
7
）
　
（
3
7
）
一
〇
二
頁

（
4
8
）
　
（
3
7
）
一
〇
二
～
一
〇
三
頁

　
　
初
生
歯
が
上
歯
か
ら
生
え
る
の
を
忌
む
地
は
他
に
鹿
児
島
県
長
島
汐
見
（
3
7
、
一
〇
三

　
　

頁
）
、
沖
縄
八
重
山
諸
島
（
3
4
、
ウ
ヤ
フ
ァ
イ
バ
　
親
喰
い
歯
と
呼
ば
れ
る
）
の
報
告

　
　
が
あ
る
。

（
4
9
）
　
飯
島
吉
晴
「
子
供
の
発
見
と
児
童
遊
戯
の
世
界
」
『
日
本
民
俗
学
大
系
』
一
〇
、
　
一

　
　

九
八

五
、
小
学
館

（
5
0
）
　
岩
本
通
弥
「
泣
き
虫
子
虫
は
さ
ん
で
捨
て
ろ
ー
民
俗
社
会
か
ら
み
た
捨
て
子
ー
」
『
月

　
　

間
百
科
』
二
二
一
号
、
一
九
八
一
、
平
凡
社
　
参
照

（
5
1
）
　
宮
本
馨
太
郎
『
東
京
都
の
民
俗
』
一
九
八
一
、
慶
友
社

（
5
2
）
　
（
4
2
）

（
5
3
）
　
中
平
悦
磨
「
若
狭
の
俗
信
（
一
）
」
『
日
本
民
俗
学
』
四
巻
五
号
、
一
九
三
二

（
5
4
）
　
（
3
7
）
九
六
頁

（
5
5
）
　
乙
益
重
隆
「
赤
ん
坊
の
足
あ
と
」
『
国
学
院
雑
誌
』
一
九
八
〇
・
五
、
三
七
頁

（
5
6
）
　
（
4
2
）

（
5
7
）
　
（
2
4
）
「
鬼
子
殺
し
の
伝
承
（
下
）
」

（
5
8
）
　
拙
稿
「
産
怪
の
伝
承
ー
ケ
ッ
カ
イ
の
諸
相
ー
」
昔
話
研
究
懇
話
会
『
昔
話
ー
研
究
と

　
　
資
料
』
一
四
号
、
一
九
入
六
、
三
弥
井
書
店

　
　

「
異
常
児
誕
生
を
め
ぐ
る
世
間
話
ー
ケ
ッ
カ
イ
の
伝
承
ー
」
飯
島
吉
晴
編
『
日
本
文
学

　
　
研
究
資
料
新
集
一
〇
　
民
話
の
世
界
・
常
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
』
一
九
九
〇
、
有
精
堂

　
　

「
他
界
へ
帰
る
こ
ど
も
（
上
）
」
法
政
人
類
学
研
究
会
『
法
政
人
類
学
』
三
八
号
、
一
九

　
　

八
八

（
5
9
）
　
（
3
1
）

（6
0
）
　
（
3
4
）

（6
1
）
　
（
3
4
）

（
6
2
）
　
竹
内
智
恵
子
『
鬼
追
い
1
続
昭
和
遊
女
考
』
一
九
九
〇
、
未
来
社

（
6
3
）
　
小
高
敏
郎
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
一
〇
〇
　
江
戸
笑
話
集
』
一
九
六
六
、
岩
波

　
　
書
店
、
四
九
九
頁

（
6
4
）
　
生
瀬
克
己
「
障
害
者
の
見
せ
物
芸
と
民
衆
」
『
近
世
日
本
の
障
害
者
と
民
衆
』
、
一
九

291



国立歴史民俗博物館研究報告　第54集　（1993）

　
　
八
七
、
三
一
書
房
、
八
一
頁

（
6
5
）
　
柳
田
国
男
『
遠
野
物
語
』
一
九
一
〇
、
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
一
九
六
八
、
筑
摩
書

　
　
店
、
二
七
頁

（
6
6
）
　
（
5
8
）
「
他
界
へ
帰
る
こ
ど
も
（
上
）
ー
異
常
児
誕
生
の
世
間
話
1
」
『
法
政
人
類
学
』

　
　
三
四
号

（6
7
）
　
（
6
6
）

（
6
8
）
　
『
新
著
聞
集
』
（
日
本
随
筆
刊
行
会
編
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
三
、
一
九
二
八
）

（
6
9
）
　
馬
場
富
子
「
親
猿
を
殺
し
て
崇
ら
れ
た
話
」
『
ざ
っ
と
昔
ー
相
馬
の
昔
話
－
』
　
一
九

　
　
八
六
、
自
家
版
、
八
四
～
九
〇
頁

（
7
0
）
　
片
山
留
美
「
高
知
県
に
お
け
る
仮
親
の
習
俗
」
『
日
本
民
俗
学
』
一
八
三
号
、
　
一
九

　
　
九
〇
・
八

（7
1
）
　
（
5
8
）

（
7
2
）
　
柳
田
国
男
、
関
敬
吾
・
大
藤
時
彦
編
『
増
補
山
島
民
謹
集
』
一
九
六
九
、
平
凡
社
、

　
　
一
七
一
頁

（
7
3
）
　
中
道
等
『
奥
隅
奇
諏
』
、
一
九
二
九
、
郷
土
研
究
社
、
七
九
～
八
三
頁

（
7
4
）
　
大
湊
尋
常
高
等
小
学
校
編
『
各
科
郷
土
資
料
』
、
一
九
三
三
、
一
七
七
頁

（7
5
）
　
（
6
5
）

（
7
6
）
佐
々
木
喜
善
「
縁
女
綺
聞
」
一
九
三
五
（
『
農
民
僅
謹
』
　
一
九
三
九
、
　
一
誠
社
）
所

　
　
収

（
7
7
）
　
浅
川
欽
一
編
『
信
州
の
伝
説
』
一
九
七
〇
、
第
一
法
規
、
ニ
ニ
九
頁

（
7
8
）
　
長
野
晃
子
「
世
間
話
定
義
の
指
標
（
1
）
ー
世
間
話
は
昔
話
、
伝
説
と
ど
こ
が
違
う

　
　
か
ー
」
世
間
話
研
究
会
『
世
間
話
研
究
』
二
号
、
一
九
九
〇
二
二

（
7
9
）
　
小
松
和
彦
「
異
人
殺
し
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
」
『
異
人
論
ー
民
俗
社
会
の
心
性
』
　
一
九

　
　
入
五
、
青
土
社

（
8
0
）
佐
々
木
み
は
る
「
ち
ょ
っ
と
昔
の
お
話
二
つ
」
民
話
と
文
学
の
会
『
民
話
と
文
学
の

　
　
会
会
報
』
五
六
号
、
一
九
入
九
、
一
三
頁

（
8
1
）
　
野
村
純
一
「
世
間
話
と
『
こ
ん
な
晩
』
」
『
昔
話
伝
承
の
研
究
』
、
　
一
九
八
四
、
同
朋

　
　
社
出
版
、
五
二
二
頁

（
8
2
）
　
「
六
部
殺
し
」
の
先
行
研
究
文
献
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
六
部
殺
し
伝
説
」
『
日
本
「
神

　
　
話
・
伝
説
」
総
覧
』
（
一
九
九
二
、
新
人
物
往
来
社
）
参
照

（
8
3
）
　
桂
井
和
雄
「
遍
路
や
六
部
な
ど
の
持
ち
金
を
盗
ん
だ
家
筋
の
話
」
日
本
民
話
の
会

　
　
『
季
刊
民
話
』
七
号
、
一
九
七
六

　
　
　
戸
塚
ひ
ろ

み

「
『
六
部
殺

し
』
の
深
層
」
民
話
と
文
学
の
会
『
民
話
と
文
学
』
六
号
、

　
　
一
九
七
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蹴

　
　
　
高
橋
和
子
「
六
部
の
た
た
り
ー
う
わ
さ
話
の
社
会
的
背
景
」
『
民
話
と
文
学
』
七
号
、

　
　
一
九
八
〇

（
8
4
）
　
堤
邦
彦
「
近
世
説
話
の
一
視
角
－
唱
導
か
ら
文
芸
へ
の
軌
跡
1
」
内
田
保
廣
・
小
西

　
　
淑
子
編

『
檜
谷
昭
彦
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
ー
近
世
編
ー
近
世
文
学
の
研
究
と
資
料
ー

　
　
虚
構
の
空
間
ー
』
一
九
八
八
、
三
弥
井
書
店

（8
5
）
　
（
5
0
）

（
8
6
）
　
拙
稿
「
因
果
応
報
譜
の
中
の
子
供
ー
富
と
の
か
か
わ
り
を
中
心
に
ー
」
東
洋
大
学
附

　
　
属
牛
久
高
等
学
校
『
紀
要
』
十
一
号
、
一
九
八
八
・
三

（
8
7
）
　
小
松
和
彦
「
異
人
殺
し
伝
説
の
歴
史
と
意
味
」
『
悪
霊
論
　
異
界
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー

　
　
ジ
』
一
九
八
九
、
青
土
社

（
8
8
）
　
（
6
6
）

（
8
9
）
　
「
座
敷
小
僧
の
話
」
『
旅
と
傳
説
』
七
巻
一
号
、
講
演
筆
記
、
　
一
九
三
四
・
一
、
『
折

　
　

口
信
夫
全
集
』
一
五
、
一
九
四
四
、
中
央
公
論
社

（
9
0
）
　
千
葉
徳
爾
「
座
敷
童
子
」
民
俗
学
研
究
所
編
『
民
俗
学
研
究
』
三
輯
、
一
九
五
二
、

　
　

日
本
民
俗
学

（
9
1
）
　
内
田
清
美
「
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
の
分
布
と
形
態
」
大
塚
民
俗
学
会
『
民
俗
学
評
論
』
八

　
　
～
一
四
号
、
　
一
九
七
六

（
9
2
）
　
菊
池
照
雄
「
遠
野
の
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
」
山
村
民
俗
の
会
『
あ
し
な
か
』
一
四
〇
号
、

　
　
一
九
六
六

（
9
3
）
　
（
9
0
）

（
9
4
）
　
佐
々
木
徳
夫
『
陸
前
の
昔
話
』
、
一
九
七
九
、
三
弥
井
書
店

（
9
5
）
　
水
沢
謙
一
『
お
ば
ば
の
昔
話
』
、
一
九
六
六
、
野
島
出
版

（
9
6
）
　
山
田
厳
子
・
長
野
晃
子
「
上
反
下
・
下
反
下
の
口
承
文
芸
（
二
）
」
古
古
路
の
会
『
昔

　
　
風

と
当
世
風
』
三
二
号
、
一
九
八
五

（
9
7
）
　
長
野
県
史
刊
行
会
編
『
長
野
県
史
民
俗
編
　
第
2
巻
（
三
）
南
信
地
方
　
こ
と
ば
と

　
　
伝
承
』
、
一
九
八
九
、
同
刊
行
会
、
五
八
八
頁

（
9
8
）
　
脇
野
沢
村
役
場
編
『
脇
野
沢
村
史
民
俗
編
』
、
一
九
八
三
、
八
八
頁

（
9
9
）
　
大
島
建
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　　　　　　　　　Children　and　the　Wealth

“Small　Talk”concerning“Abnormal　Children”

YAMADA　Ituko

　　It　can　be　said　that　a　child　w三th　a　distinctive　feature　dif正erent　from　the　normal　was

an　unwelcome　existellce　in　the　traditionaHolklore　society　of　Japan．　However，　there　are

signs　that，　due　to　the　distinctive　feature　which　part　it　in　the　minority，　such　a　child　was

regarded　as　an　existence　close　to　the　Other　World，　determining　the　ups　and　downs　of

its　family．

　　In　this　paper，　the　author　takes　up　stories　regarding　children　connected　with“wealth”

from　rumors　called　3θ乏6η．ろαηα∫万（small　talk），　and　aims　to　clarify　the　image　people

had　of　such　children．

　　When　a　child雌erent　from　ordinary　children　is　favorably　accepted，　it　is　called

“ル肋go”（lucky　child），　literally　meaning　a　child　who　brings　happiness．　However，　if　we

Iook　back　to　the　origins　of　this　tradition，　we　find　that　the‘‘lucky　child”was　thought

to　bring　happiness　to　the　family　th虻ough　the　sacrifice　of　the　child　itself．　On　the　other

hand，　an　unwelcomed‘‘abnormal”child　was　called‘‘0ヵZgo”（devil　child）．　Though　a

devil　child　was　detested，　it　seems　to　have　been　believed　that　people　would　have　a　devil

child　after　they　had　obtained　wealth，　or　would　be　able　to　obtain　wealth　by　welcoming

adevil　child．

Achild　bom　with　an　abnormality　was　thought　to　be　sent　from　the　Other　World，

together　with　wealth．　Therefore，　stories　about　children　who　were　bom　with　an　abnor’

Inarity　and　left　home　were　stories　hinting　at　the　decline　of　the　fortunes　of　the　family

concerned．

　　Also，　in　relation　to　wealth，　there　were　examples　in　which　people　regarded　children

born　with　abnormalities　as　serving　spirits　to　be　used　for　the　wealth　of　the　family；or

identi丘ed　such　children　with　a　dangerous　god（God　of　Plague）bringing　wealth　to　the

families　that　welcomed　the　child．

　　Rumors　about　children　bom　with　abnormalities　can　be　considered　to　have　arisen　in

two　ways　as　follows：One　was　to　explain，　when　a　child　was　born　with　an　abnormality，

why　such　a　child　was　born：The　other　was　to　see　the　reason　for　a　sudden　rise　or

decline　in　a　family’s　fortunes　in　the　birth　of　the　abnormal　child．　In　the　latter　case，

there　seems　to　have　been　examples　in　which　the“abnormality”of　the　child　was　ex・

aggerated　more　than　necessary．　The　stories　of　children　born　with　abnormalities　should

be　examined　with　a　wider　vision，　with　consideration　also　given　to　rumors　of“Zα∫万え‘’

wαms乃‘”and　animal　spirits．
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