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文
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姫
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て
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秋
　
　
　
谷
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（1）民衆文化の伝播と変容

は
じ
め
に

　
一
九
九
六
年
二
月
二
八
日
、
新
潟
県
佐
渡
郡
新
穂
村
瓜
生
星
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
る

約
二
百
八
十
年
続
い
た
説
経
節
の
唯
一
人
遺
っ
て
い
た
語
り
手
雷

ま
　
　
吉
ち
お

問
幸
雄
氏
が
鬼
籍
に
入
ら
れ
（
享
年
八
七
歳
）
、
古
い
説
経
節

（
本
論
で
仮
に
古
説
経
と
呼
称
す
る
）
の
最
後
の
語
り
手
を
失
っ

た
。
江
戸
初
期
か
ら
雷
問
氏
迄
の
伝
承
と
、
そ
の
前
史
と
し
て
画

史
料
や
古
写
本
等
か
ら
推
し
て
少
な
く
と
も
室
町
時
代
末
期
か
ら

数
百
年
に
及
ぶ
古
説
経
の
歴
史
と
併
せ
て
お
よ
そ
四
、
五
百
年
に

及
ぶ
古
説
経
の
歴
史
が
中
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
雷
問
氏

晩
年
（
七
五
歳
）
に
筆
者
が
録
音
さ
せ
て
頂
い
た
『
信
太
妻
』
第

三
段
全
詞
章
の
語
り
が
納
め
ら
れ
た
コ
ン
パ
ク
ト
・
デ
ィ
ス
ク
版

が
法
政
大
学
「
多
摩
の
歴
史
・
文
化
・
自
然
環
境
研
究
」
会
編

『
日
本
文
化
の
伏
流
－
民
衆
芸
能
　
説
経
節
集
』
（
法
政
大
学
多

摩
地
域
社
会
研
究
セ
ン
タ
ー
　
一
九
九
八
年
十
月
二
五
日
）
刊
行

さ
れ
て
、
最
新
の
技
術
に
よ
り
古
説
経
の
面
影
を
偲
び
辿
る
こ
と

が
で
き
る
機
会
に
遭
遇
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
ず
報
告

さ
せ
て
頂
く
。
こ
の
法
政
大
学
の
企
画
は
多
摩
地
区
に
遺
る
、
江

戸
後
期
再
興
の
説
経
祭
文
（
後
に
「
説
経
浄
瑠
璃
」
と
も
そ
の
正

本
に
刻
ま
れ
て
い
る
）
系
の
説
経
節
の
保
存
伝
承
普
及
を
目
途
さ

れ
た
も
の
で
、
大
学
と
地
域
と
の
共
生
を
め
ざ
さ
れ
る
多
摩
地
域

社
会
研
究
セ
ン
タ
ー
及
ぴ
多
摩
の
歴
史
・
文
化
・
自
然
環
境
研
究

会
に
よ
る
後
世
に
残
る
意
義
深
い
事
業
で
あ
る
。
コ
ン
バ
ク
ト
・

デ
ィ
ス
ク
全
八
枚
を
一
望
し
て
み
る
と
寛
政
年
問
（
一
七
八
九
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

一
八
〇
一
）
頃
再
興
し
た
と
い
う
説
経
節
が
二
百
年
の
時
を
経
て

如
何
に
各
地
に
拡
ま
っ
た
－
か
理
解
で
き
、
今
尚
民
衆
文
化
の
一
つ
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と
し
て
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
意
義
を
再
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
民
衆
文
化
の
常
と
し
て
研
究
調
査
は
遅
れ
が

ち
で
、
な
か
な
か
全
貌
が
見
え
て
こ
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
越

後
の
警
女
唄
の
『
小
栗
判
官
』
に
つ
い
て
は
、
大
滝
雅
楽
絵
氏
が

説
経
祭
文
の
薩
摩
若
太
夫
正
本
が
手
本
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か

　
　
　
（
2
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

と
指
摘
さ
れ
、
倉
田
隆
延
氏
も
比
較
検
討
さ
れ
て
い
る
。
五
来
重

氏
も
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
十
七
巻
（
一
九
七
二
年
、

＝
二
書
房
）
の
説
経
節
の
解
題
に
お
い
て
、
警
女
唄
と
江
戸
後
期

に
復
興
し
た
説
経
祭
文
と
の
関
係
を
推
測
さ
れ
、
筆
者
も
越
後
の

薔
女
唄
の
諸
派
及
び
そ
の
代
表
的
な
語
り
の
詞
章
と
比
較
検
討
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
〕

密
接
な
関
わ
り
を
考
察
し
た
。
尚
、
小
山
一
成
氏
『
貝
祭
文
・
説

経
祭
文
』
（
一
九
九
七
年
、
文
化
書
房
博
文
社
）
も
交
流
を
推
測

さ
れ
て
い
る
。
越
後
の
警
女
は
新
潟
県
を
中
心
に
近
隣
の
目
本
海

沿
岸
諸
県
は
も
と
よ
り
群
馬
・
埼
玉
・
東
京
に
迄
足
跡
を
伸
ば
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
放
送
文
化
の
な
い
時
代
に
「
は
や
り

ぶ
し
は
、
お
ら
も
っ
て
い
が
ね
ば
誰
も
も
っ
て
い
が
ね
。
そ
う
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

お
ら
が
は
や
ら
が
し
た
も
の
だ
」
と
新
発
田
薔
女
の
内
囲
シ
ン
氏

が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
大
き
な
期
待
を
も
っ
て
庶
民
に
迎
え
ら

れ
て
お
り
、
現
代
人
の
想
像
を
越
え
る
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
警
女
唄
に
説
経
節
が
影
響
し
て
い
た
と
推
測

さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
歌
謡
及
び
伝
説
に
も
目
を
向
け
、

説
経
節
の
足
跡
を
辿
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
の
作

業
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
文
献
に
縁
の
な
い
庶
民
の
中
に
、
し
か

も
語
り
物
と
い
う
音
の
世
界
の
足
跡
を
辿
る
こ
と
は
極
め
て
困
難

な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
遺
さ
れ
て
い
る
乏
し
い
文
献
資
料
の
内
か

ら
管
見
に
入
っ
た
説
経
節
の
遺
産
を
検
討
し
て
み
た
い
。
本
稿
は
、

民
衆
文
化
に
与
え
た
説
経
祭
文
系
説
経
節
『
小
栗
判
官
・
照
手
の

姫
』
の
影
響
を
辿
り
、
些
さ
か
な
り
と
も
か
つ
て
の
説
経
節
の
伝

播
と
変
容
状
況
を
推
測
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

1

　
本
田
安
次
氏
『
語
り
物
』
に
「
奥
羽
の
語
り
物
」
と
し
て
そ
の

「
㈲
　
祭
文
」
に
、
二
本
の
「
古
浄
瑠
璃
『
小
栗
の
判
官
』
を
語

り
な
ほ
し
た
か
と
恩
は
れ
る
も
の
」
を
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

一
本
、
氏
が
『
車
引
照
手
姫
道
行
』
と
称
す
る
も
の
（
筆
者
は
原

本
未
見
の
た
め
、
一
切
は
『
語
り
物
』
に
よ
る
）
は
、
半
紙
十
葉
の
写

本
で
「
文
久
三
年
四
月
千
葉
半
助
篤
之
」
と
あ
る
秋
田
県
仙
北
郡

田
沢
村
生
保
内
の
藤
原
家
に
伝
わ
る
も
の
で
あ
る
。
「
五
日
施
主

　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

車
引
」
と
「
大
津
利
」
と
の
段
名
が
あ
り
、
小
栗
判
官
の
物
語
の

後
半
部
に
該
当
す
る
詞
章
が
記
さ
れ
て
い
る
。
便
宜
上
「
千
葉
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本
L
と
称
し
て
論
じ
る
。
こ
の
一
本
は
結
論
を
先
に
記
せ
ば
薩
摩

若
太
夫
正
本
『
説
経
さ
い
文
小
栗
判
官
・
照
手
の
姫
』
全
二
十
三

段
の
詞
章
の
内
、
第
二
十
六
段
「
車
引
段
（
く
る
ま
ぴ
き
の
だ
ん
）
」

及
び
第
二
十
七
段
「
大
津
別
段
（
お
ほ
つ
わ
か
れ
の
だ
ん
）
」
に
該

当
す
る
。
両
者
の
関
係
は
詞
章
が
完
全
に
逐
字
的
に
一
致
す
る
の

で
は
な
い
も
の
の
、
ほ
ぽ
一
致
、
も
し
く
は
容
易
に
対
応
箇
所
を

指
摘
し
う
る
関
係
で
あ
る
。
段
の
名
称
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い

る
が
、
そ
の
区
分
も
照
応
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
田
氏
は
、

二
本
紹
介
さ
れ
る
内
他
の
一
本
「
玉
章
送
り
」
（
後
に
検
討
す
る
）

が
「
俗
耳
に
入
り
易
い
様
、
大
分
や
さ
し
く
語
り
な
ほ
さ
れ
て
ゐ

る
に
反
し
、
こ
れ
は
な
ほ
古
雅
な
ま
㌧
に
語
ら
れ
て
ゐ
る
。
」
（
二

四
一
頁
）
と
指
摘
さ
れ
た
。
氏
の
言
を
換
言
す
れ
ば
、
口
語
り
の

言
葉
で
な
く
文
章
語
を
多
く
残
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
下
に
若
千
の
比
較
を
行
な
う
。

　
千
葉
本
「
五
日
施
主
車
引
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
菱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
　
も
の
に
あ
わ
れ
ハ
を
ふ
け
れ
ど
　
と
り
わ
け
あ
わ
れ
ハ
て
る

　
　
手
　
　
姫
　
　
　
囲
　
鬼
　
阿
　
弥
　
　
　
亜

　
　
で
ひ
め
か
享
み
く
る
ま
の
そ
ぱ
に
よ
り
こ
れ
く
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畦

　
　
か
に
人
々
や
　
そ
も
み
つ
か
ら
ど
を
も
せ
し
わ
　
父
母
き
う

　
　
養
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
　
　
下
　
　
　
　
　
　
抽
　
　
圭
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
　
萩

　
　
や
の
其
為
に
　
じ
よ
き
五
日
の
せ
し
よ
な
れ
ハ
　
こ
は
き
わ

　
　
音
　
　
頭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
　
　
何
　
　
男
　
　
籏

　
　
お
ん
と
で
ひ
か
す
な
り
　
め
つ
な
を
つ
な
を
と
り
わ
け
て

ゑ
ん
さ
ら
ゑ
ん
ど
て
る
て
ひ
め
車
の
お
ん
と
を
と
り
た
ま

　
　
　
　
　
不
思
記
　
　
次
　
鏑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
　
　
借

へ
ば
　
は
あ
ふ
し
き
の
し
た
へ
な
り
　
ヤ
此
車
　
り
よ
は
わ

　
犬
　
咄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
動

た
へ
ち
に
ね
り
こ
ま
り
　
を
せ
と
も
ひ
け
と
も
い
こ
か
ね
ど

。
ひ
め
か
お
ん
ど
を
き
く
よ
り
も
　
ゑ
も
せ
の
ゑ
ん
に
ひ
か
さ

れ
で
く
る
り
く
ど
ま
わ
り
け
る
ひ
め
わ
な
ミ
だ
わ
さ

　
　
　
　
　
　
垂
　
　
井
　
　
　
宿

ら
ね
と
も
　
た
る
ゑ
の
し
ぐ
を
引
出
し
　
わ
つ
か
五
日
の
旅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
閑
　
　
ケ
　
　
原

の
空
　
　
い
と
㌧
心
わ
せ
き
か
ぱ
ら
（
以
下
略
）
（
前
掲
『
語
り

物
』
二
五
三
頁
）

薩
摩
若
太
夫
正
本
第
二
六
段
「
車
引
段
」

　
　
　
　
　
て
る
て
ひ
め
　
　
　
　
　
　
　
く
君
吉
　
　
　
　
　
　
め
づ
な
も
づ
屯

　
さ
る
程
に
照
手
姫
。
が
き
や
み
車
の
そ
ぱ
に
寄
女
綱
男
綱
を

取
り
わ
け
て
。
こ
れ
く
い
か
に
人
々
い
、
そ
墓
づ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
岨

　
と
中
す
る
は
。
父
母
け
ふ
や
う
の
其
た
め
に
。
上
下
五
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ん
ど
　
　
　
ひ
か

　
せ
し
ゅ
な
れ
ば
。
小
は
ぎ
が
音
頭
で
引
す
な
り
。
ゑ
い
さ
ら

　
ゑ
い
と
照
手
姫
。
車
の
お
ん
ど
を
取
給
へ
ば
。
ア
ラ
ふ
し
ぎ

　
　
　
　
　
　
り
中
一
コ
舳

　
の
次
第
也
、
両
輪
が
大
地
へ
め
り
こ
ん
で
。
お
せ
共
引
ケ
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
も
せ

　
う
ご
か
ね
ど
。
姫
が
お
ん
ど
㌧
聞
ク
よ
り
も
、
妹
背
の
ゑ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
み
だ

に
ひ
か
れ
て
や
。
く
る
り
く
と
廻
一
り
け
る
。
姫
が
涙
か

　
　
　
　
　
　
た
る
い
　
　
　
L
咄
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
σ

　
し
ら
ね
共
、
垂
井
の
宿
を
引
キ
出
し
。
わ
づ
か
五
ツ
日
の
旅

　
　
モ
ら

　
の
空
、
い
と
ビ
心
は
関
が
原
。
（
以
下
略
）
（
筆
者
他
編
『
小
栗
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判
官
の
世
界
』
九
三
・
九
四
頁
（
一
九
九
五
年
十
月
、
「
八
王
子
人

　
　
形
劇
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
実
行
委
員
会
刊
所
収
の
薩
摩
若
太
夫
正

　
　
本
翻
刻
の
頁
を
付
し
た
。
原
本
は
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演

　
　
劇
博
物
館
所
蔵
本
、
検
索
番
号
コ
一
1
3
－
1
3
L
で
あ
る
。
同
本
は

　
　
取
り
合
わ
せ
本
で
あ
る
の
で
最
善
本
と
は
言
い
難
い
が
、
全
巻
揃

　
　
い
で
あ
り
、
本
論
で
の
底
本
と
す
る
。
そ
れ
を
翻
刻
し
た
『
小
栗

　
　
判
官
の
世
界
』
所
収
本
は
全
巻
金
文
を
活
字
で
読
む
こ
と
の
で
き

　
　
る
唯
一
の
も
の
な
の
で
、
そ
の
頁
を
付
し
て
い
く
。
以
下
同
様
）

　
印
刷
の
便
宜
上
、
照
応
す
る
箇
所
に
傍
線
を
施
す
こ
と
を
略
す

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
の
二
行
目
よ
り
ほ
ぼ
逐
字
的
に
照
応
す
る

こ
と
が
知
れ
よ
う
。
と
は
い
え
千
葉
本
は
東
北
弁
の
表
記
が
多
く

混
入
し
て
お
り
、
薩
摩
若
太
夫
正
本
を
そ
の
ま
ま
写
し
取
っ
た
も

の
、
も
し
く
は
東
北
弁
に
置
き
換
え
な
が
ら
写
し
取
っ
た
も
の
で

も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
上
記
の
例
と
は
異
な
り

省
略
が
目
立
つ
箇
所
が
若
干
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
薩
摩
若
太
夫
正
本
「
第
二
六
段
」
に
あ
る
、
先
の
引
用
の
道
行

文
の
先
に
あ
る
、
鏡
山
の
件
に
あ
る
大
伴
黒
主
の
歌
「
鏡
山
い
ざ

　
　
　
　
　
ゆ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ひ

立
寄
て
見
て
行
ん
と
し
へ
ぬ
る
身
の
老
や
し
ぬ
る
」
や
、
草
津
の

先
の
山
田
の
件
の
田
植
唄
「
う
へ
い
そ
う
と
め
。
田
を
う
へ
い
。

か
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ

笠
を
か
ふ
て
た
も
る
な
ら
。
な
ん
畝
な
り
共
う
へ
ま
ん
し
よ
。
う

へ
い
さ
う
と
め
田
を
う
へ
い
L
な
ど
は
千
葉
本
に
は
見
ら
れ
ず
略

さ
れ
て
い
る
。
文
章
か
ら
文
章
へ
引
き
写
し
た
な
ら
ぱ
、
こ
う
し

た
も
の
も
そ
の
ま
㌧
転
記
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
。
又
、
「
ゑ
い
さ

ら
ゑ
い
」
と
い
う
小
粟
判
官
車
引
き
の
印
象
的
な
懸
け
声
や
「
へ

し
つ
と
ん
と
じ
ろ
と
引
キ
」
と
い
う
擬
音
語
も
略
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
段
の
切
れ
目
が
照
応
し
て
い
る
の
は
先
に
記
し
た
通

り
で
あ
る
。

　
千
葉
本
「
五
日
施
主
車
引
」
の
末
尾
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
　
　
　
　
　
凹
　
　
　
寺

　
　
す
て
に
三
日
の
く
れ
か
た
わ
　
の
ほ
る
を
う
津
の
せ
き
で
ら

　
　
の
　
た
ま
や
か
・
か
と
に
く
る
ま
つ
ぐ
（
『
語
り
物
』
二
五
四

　
　
頁
）

　
薩
摩
若
太
夫
正
本
第
二
六
段
「
車
引
段
」
の
末
尾
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ほ
　
　
お
旧
つ
　
　
　
せ
自

　
　
す
で
に
三
ツ
日
の
く
れ
が
た
は
。
登
る
大
津
や
関
寺
の
。
玉

　
　
や
が
か
ど
に
車
つ
く
。
（
『
小
粟
判
官
の
世
界
』
九
四
頁
）

　
こ
れ
に
続
い
て
、
次
の
段
の
冒
頭
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
様
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
千
葉
本
「
大
津
利
」

　
　
ひ
め
わ
車
を
と
㌧
め
ら
れ
　
ハ
あ
今
日
も
く
れ
て
あ
る
　
み

　
　
つ
か
ら
ハ
　
こ
よ
へ
わ
や
ど
も
と
ら
す
し
て
　
此
が
き
や
み

　
　
の
車
の
そ
ば
に
て
　
こ
よ
へ
一
夜
ハ
か
き
り
ど
す
　
只
よ
も

　
　
す
か
ら
く
あ
ま
り
の
も
の
に
て
て
る
て
ひ
め
一
以
下
略
一
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（
二
五
四
頁
）

薩
摩
若
太
夫
正
本
第
二
七
段
「
大
津
別
段
」

　
さ
れ
ば
に
や
こ
れ
は
ま
た
。
ひ
め
は
車
を
と
ビ
め
ら
れ
。
ハ

　
ッ
ア
き
や
う
も
。
く
れ
て
有
ル
。
み
づ
か
ら
が
。
此
が
き
や

み
に
つ
き
そ
う
も
。
こ
よ
ひ
一
チ
夜
を
か
ぎ
り
と
す
。
こ
よ

　
　
　
　
マ
マ

ひ
は
や
ど
お
も
と
ら
ず
し
て
、
此
が
き
や
み
の
。
車
の
そ
ば

に
て
一
卜
夜
の
と
ぎ
を
い
た
し
ま
せ
う
、
ノ
ウ
が
き
や
み
と
。

　
　
　
　
　
マ
7

其
夜
は
や
ど
お
も
と
ら
ず
し
て
、

一
ト
夜
の
と
ぎ
を
な
さ
れ
し
が
。

（
以
下
略
）
（
九
五
頁
）

た
主
も
す
が
ら
く

あ
ま
り
の
も
の
う
さ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
こ
の
よ
う
に
、
千
葉
本
（
「
大
津
利
」
は
「
大
津
別
」
の
誤
植

か
原
本
の
誤
写
で
あ
ろ
う
が
）
と
薩
摩
若
太
夫
正
本
と
は
段
の
切

れ
は
金
く
一
致
す
る
。
点
線
部
は
同
趣
旨
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

「
大
津
別
」
の
段
の
冒
頭
も
両
本
対
応
し
て
い
る
一
方
で
傍
線
箇

所
が
千
葉
本
に
な
い
の
は
、
く
だ
く
だ
し
い
箇
所
を
整
理
し
て
い

る
。
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
先
の
懸
け
声
や
擬
音
語
の
省
略
と
と
も
に

文
章
上
で
の
省
略
と
も
解
せ
ら
れ
る
が
、
語
り
の
上
で
の
省
略
と

も
考
え
ら
れ
よ
う
。
煩
雑
さ
や
耳
慣
れ
な
い
表
現
を
避
け
た
と
推

測
さ
れ
る
。
薩
摩
本
第
二
七
段
に
あ
る
。

　
　
其
ノ
我
力
つ
ま
や
殿
ば
ら
た
ち
の
。
ぼ
だ
い
の
為
に
。
そ
な

　
　
た
を
是
レ
迄
引
イ
て
き
ま
し
た
。
そ
な
た
は
め
い
ど
の
方
よ

　
　
り
急
る
ぐ
此
ど
一
も
ど
る
が
享
姦
と
。
有
か
ら
は
。

　
　
さ
だ
め
し
。
め
い
ど
の
事
ト
は
。
く
は
し
く
知
っ
て
ビ
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
う
。
め
い
ど
ビ
い
ふ
所
は
。
ど
の
よ
う
な
所
で
。
我
力
つ
ま

　
　
様
や
殿
ば
ら
は
。
ど
ん
な
じ
や
う
ど
に
ま
し
ま
す
や
、
（
九

　
　
五
頁
）

　
と
い
う
箇
所
の
傍
線
部
と
傍
線
の
問
が
千
葉
本
に
は
な
い
。
書

写
の
際
に
目
飛
ば
し
を
し
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
が
、
こ
の
問
の
詞

章
は
な
く
て
も
十
分
通
じ
る
の
で
、
千
葉
本
の
拠
っ
た
語
り
の
段

階
で
省
略
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
千
葉
本
が
語
り
の
詞
章
を
原
拠
に
し
た
と
判
断
さ
れ
る
も
う
一

つ
の
理
由
は
、
「
大
津
別
」
の
段
の
後
半
の
詞
章
に
お
い
て
薩
摩

本
と
そ
の
掲
載
す
る
詞
章
の
順
序
が
甚
し
く
違
う
こ
と
で
あ
る
。

対
応
を
示
す
に
は
詞
章
の
引
用
が
多
く
な
る
の
で
、
省
略
さ
せ
て

頂
く
が
、
以
上
の
考
察
か
ら
、
千
葉
本
は
、
薩
摩
若
太
夫
正
本
に

大
変
近
い
語
り
の
詞
章
ー
お
そ
ら
く
は
若
太
夫
系
の
説
経
祭
文

に
手
を
入
れ
て
東
北
弁
で
語
っ
た
語
り
手
の
台
本
か
、
聞
き
と
っ

た
も
の
を
筆
写
し
た
も
の
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
た
が

っ
て
、
本
田
安
次
氏
は
「
古
浄
瑠
璃
－
古
説
経
を
指
し
て
い
る
と
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筆
者
は
判
断
す
る
ー
『
小
栗
の
判
官
』
を
語
り
な
ほ
し
た
か
L

と
述
べ
ら
れ
た
が
、
正
し
く
は
「
説
経
祭
文
」
の
『
小
栗
判
官
・

照
手
の
姫
』
を
語
り
直
し
た
、
と
言
う
べ
き
と
考
え
る
。

　
本
田
安
次
氏
が
奥
羽
の
語
り
物
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
た
も
の

は
上
述
の
よ
う
に
、
説
経
祭
文
の
伝
播
を
考
え
る
際
に
極
め
て
興

味
深
い
資
料
で
。
文
久
三
年
（
一
八
六
三
年
）
に
東
北
の
語
り
物

と
し
て
現
地
（
秋
田
県
田
沢
村
）
に
根
づ
い
て
い
た
こ
と
を
知
ら

し
め
る
も
の
で
あ
る
。
先
に
説
経
祭
文
の
江
戸
期
の
実
態
を
整
理

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

し
た
際
に
掲
げ
た
年
譜
に
一
項
目
加
え
て
訂
正
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

照
手
姫
の
車
引
き
の
段
の
み
の
断
片
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
が
流

布
し
て
い
た
と
は
そ
の
意
味
内
容
か
ら
し
て
無
論
考
え
難
く
、
前

後
の
詞
章
も
元
は
伝
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
れ
に
応
え
て
く
れ
る
も
の
が
本
囲
氏
の
示
さ
れ
た
も
う
一
本

『
小
栗
判
官
玉
章
送
り
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
秋
田
県
男
鹿
半
島
の

脇
本
村
の
伊
藤
宗
博
氏
に
伝
わ
る
半
紙
二
十
八
葉
の
写
本
で
、
伊

藤
氏
の
父
君
の
書
写
に
か
か
り
、
第
二
段
の
終
か
ら
第
十
二
段
ま

で
伝
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
み
で
書
誌
の
他
の
詳
細
は
不
明

で
あ
る
。
そ
の
第
三
段
目
よ
り
九
段
目
迄
が
紹
介
さ
れ
て
あ
る
。

以
下
、
当
該
本
を
伊
藤
本
と
称
し
て
進
め
さ
せ
て
頂
く
。

　
伊
藤
本
第
三
段
冒
頭
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何

　
　
へ
さ
れ
ば
に
そ
の
の
ぢ
こ
じ
に
又
。
い
ぢ
れ
お
ろ
か
わ
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
生
　
　
　
死
　
　
　
　
　
　
益
　
　
　
　
　
尋

　
　
ね
と
も
。
し
や
う
ぢ
の
利
や
ぐ
を
た
ぢ
ぬ
る
に
。
さ
て
わ

　
　
囲
　
　
座
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
靱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小

　
　
を
ん
ざ
の
み
な
さ
ま
よ
。
こ
れ
よ
り
た
ぢ
ぬ
る
祭
文
わ
。
お

　
　
蛭
刊
官
政
満
　
固
手
岨
　
王

　
　
ぐ
り
は
ん
ぐ
わ
ん
ま
さ
き
よ
わ
。
て
る
て
の
ひ
め
に
。
た
ま

　
　
亜
　
　
　
送

　
　
ぢ
さ
お
ぐ
り
の
も
の
か
た
り
。
こ
れ
よ
り
よ
み
あ
げ
た
で
ま

　
　
づ
る
。
（
『
語
り
物
』
二
四
二
頁
。
但
し
筆
者
が
脇
に
漢
字
を
私

　
　
意
に
付
し
た
。
）

　
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
本
は
、
「
祭
文
」
と
称
し
て
語
ら
れ
た

も
の
の
筆
写
本
で
あ
る
が
、
ど
の
種
の
祭
文
か
不
明
で
あ
る
。
あ

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

る
い
は
「
説
経
祭
文
」
か
と
も
考
え
た
い
が
、
各
段
の
段
名
及
び

段
の
区
切
り
が
説
経
祭
文
と
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
俄
に
結
び
つ

け
難
い
。
伊
藤
本
の
段
名
を
掲
げ
る
。

　
　
第
三
段
目
　
た
ま
ぢ
さ
お
ぐ
り
の
段
（
玉
章
送
り
の
段
－
筆

　
　
　
　
　
　
　
者
注
、
以
下
同
）

　
　
第
四
段
目
　
ご
て
ん
ぱ
（
御
殿
場
）

　
　
第
五
段
目
　
ふ
み
く
だ
き
の
段
（
文
砕
き
の
段
）

　
　
第
六
段
目
　
文
く
た
き
の
段
（
文
砕
き
の
段
）

　
　
第
七
段
目
　
女
中
さ
わ
き
の
段
（
女
中
騒
き
の
段
）

414



（7）民衆文化の伝播と変容

　
　
第
八
段
目
　
助
国
褒
美
の
だ
ん

　
　
第
九
段
目
　
装
束
立
の
段

　
と
な
っ
て
い
て
、
薩
摩
若
太
夫
正
本
『
説
経
さ
い
文
小
栗
判

官
・
照
手
の
姫
』
の
第
二
段
「
黒
木
の
段
上
（
下
）
」
、
第
三
段

「
文
の
段
　
上
（
下
）
」
、
第
四
段
「
文
字
物
語
段
」
、
第
五
段
「
押

鐸
入
段
」
、
第
六
段
「
横
山
対
面
段
」
に
該
当
す
る
が
、
両
本
の

詞
章
は
対
校
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
伊
藤
本
の
詞
章
に
あ
り

な
が
ら
薩
摩
若
太
夫
正
本
に
み
ら
れ
な
い
詞
章
も
多
く
、
な
に
よ

り
も
、
両
本
の
段
の
切
れ
目
は
い
ず
れ
も
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
登
場
人
物
の
名
前
は

い五およおげ島ど
ぐ 伊

のさの
り 藤

しゑひ
は 本

やもめ
ん

うんて
ぐ

次助る
わ

国て ん
の ま

ひ さ

め き

池後弟
小 薩

の藤の
栗 摩

庄介姫
判 若

司国 官 太
照 政 夫
手 清 正
の 本
姫

さ
か
み
の
国
横
山
し
や
う
げ

ん
て
る
も
と

兵
ご
の
ち
ぼ
ね

三
津
田
。
北
村
。
伊
奈
葉
。

戸
田
。
平
井
。
保
昌
。
千
葉

民
都
　
片
岡
　
常
春

さ
が
み
の
国
の
ぐ
ん
だ
い
横
山

し
や
う
げ
ん
て
る
も
と

ひ
や
う
ご
の
局

み
つ
だ
。
き
た
む
ら
。
い
な
ぱ
。

と
さ
。
平
ラ
井
。
ほ
う
せ
う
。

千
葉
。
み
ん
ぶ
。

　
と
ほ
“
一
致
す
る
。
「
五
島
さ
ゑ
も
ん
助
国
」
と
「
後
藤
介
国
」

と
い
う
よ
う
に
「
す
け
く
に
」
と
称
す
る
も
の
は
他
の
小
栗
判
官

物
に
な
く
、
こ
の
一
致
の
み
に
お
い
て
も
両
者
の
関
係
が
深
い
こ

と
を
推
測
さ
せ
る
が
、
小
粟
の
名
「
政
清
」
や
照
手
の
父
を
「
横

山
将
監
照
元
」
と
照
応
す
る
の
も
見
逃
せ
な
い
。
古
説
経
系
の
佐

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

渡
七
太
夫
豊
孝
の
正
本
に
載
る
固
有
名
詞
は
薩
摩
若
太
夫
の
説
経

祭
文
の
正
本
と
小
栗
判
官
の
名
を
「
政
清
」
と
す
る
点
な
ど
若
干

一
致
を
み
せ
、
説
経
祭
文
の
拠
づ
て
た
つ
説
経
節
が
江
戸
系
で
あ

る
灰
か
な
繋
り
を
示
す
が
、
後
藤
の
名
を
佐
渡
七
太
夫
豊
孝
本
は

単
に
「
後
藤
」
と
す
る
の
み
で
あ
り
、
横
山
の
名
を
「
む
さ
し
さ
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か
み
の
ぐ
ん
だ
い
に
よ
こ
山
殿
L
と
す
る
の
み
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
固
有
名
詞
を
指
標
と
す
る
だ
け
で
も
、
伊
藤
本
と
説
経
祭

文
と
の
強
い
関
係
を
推
測
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
照
手
姫
が
後
藤
を
介
し
て
受
け
取
っ
た
恋
文
の
大
和
言
葉
と
い

う
謎
解
き
加
十
項
目
、
伊
藤
本
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
八

項
目
迄
が
記
載
順
は
変
わ
る
も
の
の
ほ
ぼ
照
応
す
る
。
そ
の
ひ
と

つ
を
対
照
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
砕

　
伊
藤
本
第
六
段
目
「
文
く
だ
き
の
段
」

　
　
　
　
　
　
　
　
駆
　
　
　
血
　
　
　
　
　
　
顯
　
　
　
血
　
　
　
　
　
　
田

　
　
ま
つ
壱
ば
ん
の
ふ
で
た
て
わ
。
み
ね
た
ぢ
鹿
と
か
㌧
れ
た
わ
。

　
　
　
　
　
恋
　
　
薗
　
　
　
　
酔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
崇
　
　
　
　
　
　
　
牡
　
　
睡

　
　
こ
れ
を
こ
ゑ
ぢ
に
く
だ
ぐ
な
ら
。
み
ね
に
て
。
お
ぢ
か
わ
。

　
　
稗
　
　
　
　
蘭
　
　
牝
曲
　
　
沖
　
囲
；
：
　
夫

　
　
こ
ゑ
す
れ
ぱ
。
ふ
も
と
の
め
ぢ
か
わ
。
こ
ゑ
を
き
て
。
ち
ま

　
　
恋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訓

　
　
こ
ゑ
か
ぬ
る
と
こ
れ
を
よ
む
。
（
二
八
四
頁
。
私
意
に
漠
字
を

　
　
付
し
た
）

　
薩
摩
若
太
夫
正
本
第
三
段
「
文
の
段
　
下
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
L
か

　
　
ま
づ
み
ね
に
た
つ
鹿
と
め
さ
れ
し
は
、
へ
秋
の
鹿
に
は
あ
ら

　
　
ね
ど
も
、
み
ね
に
て
女
鹿
の
こ
ゑ
が
す
り
や
、
ふ
も
と
で
男

　
　
L
か
　
　
　
　
　
　
皇
・

　
　
鹿
こ
れ
を
聞
、
つ
ま
こ
ひ
か
ぬ
と
よ
ま
す
也
（
五
六
頁
）

　
牝
鹿
牡
鹿
の
関
係
が
両
者
に
お
い
て
逆
に
な
っ
て
い
る
が
語
り

物
で
は
よ
く
あ
る
逆
転
現
象
に
す
ぎ
ず
、
対
応
を
認
め
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　
こ
の
恋
文
が
小
栗
判
官
か
ら
照
手
姫
宛
に
送
ら
れ
た
も
の
と
知

っ
た
照
手
姫
が
そ
の
玉
章
を
引
裂
い
て
引
籠
っ
て
し
ま
づ
た
途
端
、

照
手
姫
の
女
房
達
が
後
藤
介
国
を
取
り
囲
む
場
面
は
他
の
小
栗
判

官
物
に
な
く
、
伊
藤
本
と
薩
摩
若
太
夫
本
と
の
み
に
み
る
件
で
あ

る
。　

伊
藤
本
第
七
段
目
「
女
中
さ
わ
き
の
段
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
融
　
　
夢

　
　
へ
そ
れ
わ
さ
て
お
き
こ
㌧
に
又
。
あ
ま
た
の
女
中
と
も
ふ
し

　
　
　
　
　
　
由
　
　
　
　
遊
　
　
　
束
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
向
　
　
　
趾

　
　
る
わ
。
し
ら
し
や
う
ぞ
ぐ
に
。
ミ
を
か
た
め
。
し
ら
は
づ

　
　
担

　
　
ま
き
を
し
め
ら
れ
で
。
あ
や
を
た
ビ
ん
で
。
た
し
き
に
て
。

　
　
自
岐
　
苗
刀
　
胞
込
　
　
　
巷
止

　
　
し
ら
ゑ
の
な
き
な
た
。
か
ゑ
。
こ
ん
で
助
国
を
ま
き
と
め
て
。

　
　
覚
　
　
悟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
睨

．
　
か
く
。
こ
あ
れ
よ
と
。
に
ら
ん
た
る
あ
り
さ
ま
わ
。
男
ま
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
邊
　
契
　
　
　
　
金

　
　
の
女
中
か
た
。
そ
れ
ミ
る
よ
り
も
助
国
わ
。
ほ
び
の
か
ね
わ

　
　
幅

　
　
お
し
ゑ
と
て
。
こ
の
よ
ふ
な
こ
と
か
あ
る
も
の
か
。
し
ば
し

　
　
咀
　
　
実
　
　
　
　
　
　
致

　
　
ひ
あ
ん
を
。
ゑ
た
し
け
る
（
漠
字
を
私
意
に
付
し
た
）

　
薩
摩
若
太
夫
正
本
第
三
段
「
文
の
段
　
下
」

　
　
　
に
市
か
　
　
こ
　
τ
ん
　
　
　
　
き
わ
き
た
ち
　
　
　
胴
　
　
つ
ぼ
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
腔

　
　
へ
俄
に
御
殿
は
。
騒
立
。
女
ら
局
は
一
ど
う
に
。
白
あ
や
取

　
　
　
　
　
　
　
　
艮
　
　
押
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
ぎ
む
た
　
　
さ
中
　
　
　
　
　
づ

　
　
て
玉
だ
す
き
。
な
げ
し
に
か
け
た
る
長
刀
の
鞘
を
は
つ
し
て

　
　
抱
　
　
　
込
　
　
で
　
　
あ
き
ん
ど

　
　
か
い
こ
ん
て
、
商
人
後
藤
介
国
は
姫
君
様
へ
恋
の
中
立
仕
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箭
　
　
　
　
　
　
侍

　
　
に
つ
く
き
後
藤
介
国
ぞ
、
は
ん
の
さ
む
ら
い
あ
ら
ざ
る
や
、
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お
つ
と
り

　
　
出
合
や
つ
と
。
い
ふ
ま
㌧
に
、
七
重
八
重
に
ぞ
。
追
取
ま
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
躍

　
　
後
藤
は
実
く
ふ
る
一
だ
し
、
よ
し
奮
こ
と
を
頼
れ
て
、

　
　
　
　
　
哩
　
　
崎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
常
　
　
睦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
砥

　
　
か
㌧
る
な
ん
ぎ
に
お
よ
ぶ
の
に
、
ひ
た
ち
で
小
粟
様
は
た
か

　
　
見
　
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ろ
吉

　
　
み
て
見
物
な
さ
る
の
か
、
此
儘
な
は
め
に
及
ぶ
な
ら
黒
木
の

　
　
で
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凪
　
昧
　
哺

　
　
殿
に
て
あ
の
よ
ふ
に
た
み
そ
を
上
ケ
た
か
ひ
が
な
い
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
L
　
　
あ
九

　
　
か
㌧
は
せ
ん
、
と
介
国
は
し
ば
し
思
案
を
成
す
也
。
（
五
七

　
　
頁
。
私
意
に
漠
字
と
ひ
ら
が
な
を
付
し
た
。
）

　
異
同
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
同
趣
旨
の
内
容
で
し
か
も
こ
の

両
本
の
み
に
共
通
す
る
件
で
あ
る
。
両
本
の
関
係
を
考
え
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
両
者
は
直
接
的
な
書
承
関
係
で

な
い
の
み
な
ら
ず
、
伊
藤
本
は
本
田
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
「
俗
耳

に
入
り
易
い
様
、
大
分
や
さ
し
く
語
り
な
ほ
さ
れ
て
ゐ
る
」
（
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
色

掲
書
二
四
一
頁
）
の
で
あ
る
。
「
ゑ
ろ
男
の
ミ
や
う
代
の
は
り
か

だ
ぱ
こ
」
を
後
藤
介
国
は
女
中
達
の
た
め
に
売
り
歩
く
、
と
伊
藤

本
に
語
ら
れ
て
い
る
一
句
に
よ
っ
て
も
（
勿
論
薩
摩
本
に
こ
の
詞

句
は
な
い
）
、
語
り
か
け
る
民
衆
を
想
定
し
て
い
る
生
き
た
語
り

の
詞
章
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
よ
う
。
伊
藤
本
は
薩
摩
若
太
夫
正
本

に
依
拠
し
つ
つ
も
、
眼
前
の
民
衆
に
分
か
る
様
、
自
由
に
改
変
を

加
え
た
も
の
で
筆
録
に
か
か
う
た
伝
本
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
尚
、
そ
れ
が
所
謂
奥
浄
瑠
璃
の
一
種
と
し
て
語
ら
れ
て

い
た
も
の
か
ま
で
は
不
明
で
あ
る
。

　
本
田
安
次
氏
が
紹
介
さ
れ
た
「
奥
羽
の
語
り
物
」
二
本
は
、
そ

れ
ぞ
れ
性
格
を
異
に
す
る
が
、
説
経
祭
文
が
東
北
地
方
に
迄
伝
播

し
そ
の
ま
ま
正
本
の
ま
ま
に
お
と
な
し
く
伝
来
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
。
そ
れ
の
崩
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
も
な
く
逆
に
自
分
の

も
の
と
し
た
咀
囎
カ
の
遅
し
さ
を
見
る
べ
き
で
あ
り
、
民
衆
の
問

に
根
づ
い
た
語
り
物
と
し
て
焼
き
直
さ
れ
た
例
証
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
上
述
の
越
後
の
暫
女
唄
に
消
化
さ
れ
語
り
直
さ
れ
た
あ
り

方
と
い
い
、
こ
こ
に
採
り
上
げ
た
二
本
の
語
り
物
と
い
い
、
江
戸

後
期
以
降
に
流
布
し
た
も
の
と
は
い
え
、
優
れ
て
民
衆
に
溶
け
込

ん
だ
も
の
と
い
え
よ
う
。
説
経
祭
文
の
語
り
を
二
百
年
に
亘
り
よ

く
保
存
し
て
き
た
関
東
周
辺
の
説
経
節
も
庶
民
の
中
に
根
づ
い
て

い
る
と
い
え
る
が
、
優
る
と
も
劣
ら
な
い
民
衆
文
化
の
伝
播
と
変

容
の
姿
で
あ
る
。

　
小
栗
判
官
の
物
語
は
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
土
地
土
地
に
様
々
な

伝
説
を
遺
し
て
い
る
。
そ
の
由
来
と
な
っ
た
典
拠
も
小
粟
説
話
の

源
流
と
考
え
ら
れ
る
『
鎌
倉
大
草
紙
』
掲
載
の
も
の
を
は
じ
め
と

し
、
紀
州
に
名
を
留
め
る
小
栗
街
道
の
恐
ち
く
は
依
り
拠
と
な
っ
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た
義
太
夫
節
人
形
芝
居
『
小
栗
判
官
車
街
道
』
や
歌
舞
伎
に
至
る

ま
で
様
々
な
原
拠
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
一
つ
を
確
定

し
て
い
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
可
能
な
も
の
に
は
目
を
注
が

ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
説
経
祭
文
を
中
心
に
考
察

し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
見
合
う
伝
説
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、

前
章
に
続
い
て
説
経
祭
文
の
影
響
を
発
掘
し
、
か
つ
て
そ
う
で
あ

っ
た
、
説
経
祭
文
の
拡
が
り
の
様
子
に
迫
っ
て
み
た
い
。

　
小
栗
判
官
の
伝
説
は
神
奈
川
県
に
数
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

物
語
の
中
心
と
い
う
べ
き
照
手
姫
と
の
恋
と
小
栗
の
逆
殺
及
び
蘇

生
の
場
面
、
さ
ら
に
小
栗
と
照
手
の
流
浪
の
舞
台
が
相
模
の
国
内

に
集
中
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
そ
う
し
た
伝
説
の
内
、
藤
沢
市
に
伝
わ
る
二
つ
の
話
を
検
証
し

て
み
た
い
。
『
藤
沢
の
民
話
』
第
二
集
（
藤
沢
市
教
育
文
化
研
究

所
編
、
一
九
七
五
年
、
同
研
究
所
刊
）
に
紹
介
さ
れ
る
、
西
俣
野

在
住
飯
因
義
平
氏
、
明
治
三
二
年
生
の
語
る
、
同
書
第
六
七
話
を

先
ず
採
り
上
げ
る
。

　
　
昔
、
小
栗
判
官
は
常
陸
の
国
に
住
ん
で
い
た
ん
だ
ね
。
そ
の

　
　
1
－
－
－
－
－
－
ー
ヨ
瑚
o

　
　
と
っ
ぱ
た
郡
に
、
み
ぞ
ろ
が
池
と
い
う
池
が
あ
っ
て
、
大
蛇

　
　
が
い
た
そ
う
で
す
。
小
粟
判
官
が
青
葉
の
笛
を
吹
い
て
い
る

　
　
と
、
ひ
じ
ょ
う
に
音
色
が
す
ば
ら
し
い
ん
で
大
蛇
が
聞
き
つ

け
て
、
き
れ
い
な
女
に
化
け
て
き
た
ん
だ
ね
。

　
小
粟
判
官
の
笛
は
ね
、
奈
落
の
底
ま
で
ひ
び
き
わ
た
る
と

い
う
、
ひ
じ
ょ
う
に
よ
い
音
が
出
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
判
官

は
い
い
男
だ
し
、
大
蛇
は
す
っ
か
り
惚
れ
て
し
ま
っ
た
っ
て
。

そ
れ
で
ね
。
大
蛇
が
懐
妊
し
て
、
そ
の
お
産
の
と
き
に
は
、

ず
い
ぶ
ん
池
が
波
立
っ
て
荒
れ
た
そ
う
で
す
よ
。

　
そ
の
後
、
小
栗
判
官
は
藤
沢
の
方
へ
や
っ
て
き
た
ら
し
い

ん
だ
ね
。
そ
の
こ
ろ
、
横
山
将
監
と
い
う
人
が
、
境
川
の
む

こ
う
が
わ
の
東
俣
野
（
横
浜
市
）
に
住
ん
で
い
て
、
娘
の
照

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ゐ
ぷ
ん

手
姫
の
御
殿
が
西
俣
野
の
上
分
に
あ
う
た
ん
だ
ね
。
御
所
ケ

谷
で
す
よ
。
そ
こ
へ
小
栗
判
官
が
や
っ
て
き
て
、
よ
く
な
っ

ち
ゃ
っ
た
ん
だ
よ
ね
、
照
手
姫
と
。

　
そ
れ
で
、
横
山
の
親
父
さ
ん
が
怒
っ
て
、
小
栗
判
官
に
難

題
を
吹
き
か
け
た
ん
だ
ね
。
こ
の
向
こ
う
の
山
の
ね
、
い
ま

で
も
鬼
鹿
毛
と
よ
ん
で
る
と
こ
ろ
だ
け
ど
、
上
俣
野
（
横
浜

市
）
の
分
だ
ね
、
そ
こ
に
横
山
将
監
が
、
鬼
鹿
毛
馬
と
い
う

の
を
飼
っ
て
あ
っ
た
。
と
に
か
く
鬼
鹿
毛
と
い
う
く
ら
い
だ

か
ら
、
と
っ
て
も
恐
ろ
し
い
馬
だ
っ
た
ん
だ
ね
。
こ
の
馬
を

う
ま
く
乗
り
こ
な
し
た
ら
姫
を
や
る
、
と
い
う
わ
け
な
ん
で
。

小
栗
判
官
を
こ
の
馬
に
食
い
殺
さ
せ
よ
う
と
し
た
ら
し
い
ん
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だ
ね
。
（
以
下
略
）
（
上
掲
書
⊥
ハ
一
頁
）

　
以
下
、
地
名
伝
説
を
載
せ
、
小
栗
判
官
が
生
き
返
る
件
ま
で
を

伝
え
て
い
る
。
こ
の
話
で
は
常
陸
に
深
泥
池
が
あ
る
こ
と
に
な
っ

　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
お
り
、
青
葉
の
笛
と
い
う
名
も
他
の
小
栗
判
官
の
物
語
に
で
て

こ
な
い
。
ま
た
大
蛇
懐
妊
と
い
う
の
も
目
新
し
い
。
付
近
の
地
名

が
登
場
す
る
の
は
相
模
で
語
ら
れ
る
伝
説
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
除
去
す
る
と
、
小
栗
判
官
の
物
語
と
し
て
ほ
ビ
正
確
に

物
語
を
伝
え
て
い
る
。
就
中
「
と
つ
ぱ
た
郡
」
と
「
横
山
将
監
」

に
注
目
さ
れ
る
。
「
と
つ
ぱ
た
郡
」
の
名
は
佐
渡
七
太
夫
豊
孝
の

正
本
の
冒
頭
に

　
　
へ
扱
も
そ
の
」
ち
、
中
比
の
事
か
と
よ
。
ひ
た
ち
の
国
と
つ

　
　
は
た
村
と
い
ふ
所
に
、
正
八
ま
ん
む
す
ぶ
の
神
と
い
わ
㌧
れ

　
　
お
は
し
ま
す
。
（
前
掲
書
八
O
頁
）

　
と
あ
る
他
、
薩
摩
若
太
夫
正
本
『
説
経
さ
い
文
　
小
粟
判
官
・

照
子
の
姫
』
第
二
段
「
黒
木
の
段
上
」
の
冒
頭
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
み
か
ど

　
　
さ
れ
ば
に
や
こ
れ
は
又
。
御
ン
い
た
は
し
の
小
ぐ
り
殿
帝

　
　
　
　
勘
　
　
気
　
　
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
切
　
　
　
　
も
ろ
と
も

　
　
の
御
か
ん
き
か
う
む
り
て
。
十
人
ン
殿
ば
ら
諸
共
に
。
は
る

　
　
　
　
常
　
　
陸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
　
で
う
　
　
　
　
造

　
　
ぐ
ひ
た
ち
へ
く
だ
ら
る
㌧
、
ひ
た
ち
は
ほ
う
条
玉
つ
く
り
。

　
　
　
　
　
　
｛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ろ
ぎ

　
　
と
つ
ぱ
た
む
ら
へ
、
あ
ら
た
に
御
殿
を
た
て
ら
れ
て
。
黒
木

　
　
の
殿
と
な
づ
け
ら
れ
。
（
以
下
略
。
私
意
に
漢
字
を
付
し
た
。

　
　
『
小
粟
判
官
の
世
界
』
五
二
頁
）

　
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
「
横
山
将
監
」
は
佐
渡
七
太
夫
豊
孝
本

に
な
く
、
先
に
第
二
節
七
頁
下
段
に
掲
げ
た
よ
う
に
薩
摩
若
太
夫

正
本
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
二
箇
所
の
一
致
を
以
っ
て
、

『
藤
沢
の
民
話
』
第
二
集
第
六
七
話
に
載
せ
る
伝
説
と
薩
摩
若
太

夫
正
本
と
の
関
係
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　
『
藤
沢
の
民
話
』
第
二
集
に
は
第
六
八
話
に
も
う
一
つ
「
小
栗

判
官
の
話
（
そ
の
二
）
」
を
載
せ
る
。
こ
ち
ら
に
は
第
六
七
話

「
小
栗
判
官
の
話
（
そ
の
一
）
」
に
あ
っ
た
冒
頭
部
が
な
く
、
い
き

な
り

　
　
わ
た
し
の
家
の
あ
る
あ
の
辺
、
あ
そ
こ
が
御
所
ヶ
谷
で
、
照

　
　
手
の
姫
の
お
父
さ
ん
の
横
山
将
監
が
住
ん
で
い
た
御
殿
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
　
っ
た
ん
だ
ね
。
こ
こ
は
乾
の
御
殿
と
よ
ば
れ
て
た
そ
う
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
の
く
ほ

　
　
そ
れ
は
ね
、
東
俣
野
の
殿
窪
、
あ
そ
こ
に
も
御
殿
が
あ
っ
て
、

　
　
そ
こ
か
ら
み
る
と
、
こ
っ
ち
の
御
殿
が
乾
の
方
角
に
あ
た
る

　
　
の
で
、
そ
う
呼
ん
だ
ん
だ
と
ね
。
」
（
同
書
六
三
頁
）

　
と
、
西
俣
野
の
大
正
三
年
生
れ
の
北
村
重
作
氏
に
よ
っ
て
伝
え

ら
れ
る
。
「
横
山
将
監
」
の
名
が
こ
こ
で
も
登
場
し
、
そ
の
他
地

名
伝
説
と
し
て
「
マ
セ
田
」
「
ハ
ナ
ゲ
ェ
」
の
名
が
荒
馬
鬼
鹿
毛

の
話
と
と
も
に
両
者
の
話
に
共
通
し
て
語
ら
れ
る
。
柳
田
国
男
氏
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に
よ
づ
て
確
立
さ
れ
た
重
出
立
証
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
の
第
六
八
話
で
失
わ
れ
て
い
る
冒
頭
部
が
六
七
話
で
復
元
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
と
と
も
に
「
横
山
将
監
」
の
呼
称
に
揺
ぎ
な
い
確

か
さ
が
確
認
で
き
る
。
「
乾
の
御
殿
」
は
薩
摩
若
太
夫
正
本
第
二

巻
「
黒
木
の
段
　
下
」
に
「
乾
の
殿
」
と
登
場
し
、
佐
渡
七
太
夫

豊
孝
正
本
の
「
い
ぬ
い
の
つ
ほ
ね
」
（
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
、

「
を
く
り
」
絵
巻
も
同
様
）
と
差
異
を
み
せ
る
。

　
更
に
こ
の
第
六
八
話
「
小
栗
判
官
の
話
（
そ
の
二
）
」
に
は
も

う
一
箇
所
注
目
す
べ
き
地
名
が
載
っ
て
い
る
。
小
栗
判
官
が
蘇
生

し
た
件

　
　
そ
れ
か
ら
、
こ
ん
ど
は
ね
、
車
田
（
藤
沢
市
）
と
い
う
と
こ

　
　
ろ
へ
行
っ
た
ん
で
す
よ
。
小
粟
判
官
は
生
き
返
っ
た
と
き
か

　
　
ら
、
い
ざ
り
（
筆
者
注
、
原
文
の
ま
㌧
に
歴
史
的
資
料
と
し
て
翻

　
　
刻
す
る
）
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
そ
こ
で
小
さ
な
車
を

　
　
こ
し
ら
え
て
ね
、
引
地
（
藤
沢
市
）
か
ら
ひ
き
出
し
て
、
東

　
　
海
道
を
行
っ
た
ん
だ
ね
。
（
六
四
頁
）

　
傍
線
を
施
し
た
二
つ
の
地
名
は
古
説
経
に
は
登
場
し
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
」
　
旧
・
■
し
く
る
ま
の
た
ん

薩
摩
若
太
夫
正
本
「
第
二
四
段
　
小
法
師
車
段
　
上
」
に

　
　
せ
い
ヒ
や
・
つ
く
は
・
つ
じ
　
　
　
　
　
地
　
　
　
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引

　
　
清
浄
光
寺
の
け
い
だ
い
を
。
ゑ
い
さ
ら
ゑ
い
と
ひ
き
お
ろ

　
　
　
　
向
　
　
　
　
遇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花

　
　
し
。
む
か
ふ
は
る
か
に
見
て
あ
れ
ば
、
ヘ
ハ
リ
フ
シ
は
な

　
　
　
慌
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
眠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引
　
　
地

　
　
む
ら
さ
き
の
ふ
ぢ
さ
は
や
。
は
じ
め
て
車
田
ひ
き
ぢ
の
町
と

　
　
は
こ
れ
な
る
や
。
（
九
〇
頁
。
漢
字
を
付
し
た
）

　
と
あ
り
対
応
し
て
い
る
。
東
海
道
分
問
図
に
も
載
る
地
名
で
あ

る
が
他
の
古
説
経
に
は
な
い
。

　
以
上
の
検
討
に
よ
り
、
僅
か
の
固
有
名
詞
の
照
応
を
指
摘
す
る

の
み
で
は
あ
っ
た
が
、
藤
沢
市
に
伝
わ
る
二
つ
の
小
栗
判
官
の
伝

説
も
説
経
祭
文
に
拠
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
説
経
節
は
奥
羽
の
語
り
物
や
曹
女
の
歌
に
留
ま
ら
ず
、
よ

り
民
衆
の
世
界
に
根
ざ
し
て
伝
説
に
ま
で
昇
化
し
溶
け
こ
ん
で
い

た
の
で
あ
る
。
藤
沢
市
に
あ
る
小
粟
伝
説
の
メ
ッ
カ
と
も
い
う
べ

き
遊
行
寺
（
清
浄
光
寺
）
の
子
院
長
照
院
に
は
『
小
粟
縁
起
』

『
小
栗
小
伝
』
他
小
栗
判
官
及
び
照
手
姫
に
関
す
る
什
物
を
多
く

伝
え
て
い
る
が
、
そ
の
影
響
に
よ
っ
て
『
藤
沢
の
民
話
』
第
二
集

所
収
の
伝
説
が
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
説
経
祭
文
の
流
布
に

よ
っ
て
生
じ
た
と
い
う
判
断
に
留
め
て
お
き
た
い
。
目
下
は
『
小

粟
縁
起
』
他
に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
し
、
神
奈
川
に
伝
わ
る
小

栗
伝
説
に
つ
い
て
は
様
々
な
レ
ベ
ル
の
影
響
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
検
討
さ
せ
て
頂
く
。

4
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（13）民衆文化の伝播と変容

　
『
説
経
さ
い
文
小
栗
判
官
・
照
手
の
姫
』
の
直
接
の
影
響
と
思

わ
れ
る
歌
謡
の
二
つ
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
一
つ
は
倉
田

隆
延
氏
に
よ
り
紹
介
さ
れ
た
一
ツ
ト
セ
節
「
お
ぐ
り
は
ん
官
一
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

記
　
上
（
下
）
　
一
ツ
ト
セ
」
で
あ
る
。
留
意
す
る
べ
き
箇
所
を

列
挙
す
れ
ば

　
一
ツ
ト
セ
（
二
行
目
）

　
　
お
ぐ
り
の
は
ん
が
ん
ま
さ
き
よ
の

　
七
ツ
ト
セ
（
二
行
目
）

　
　
て
る
て
を
の
せ
た
る
う
つ
ろ
ぶ
ね

　
十
ト
セ
（
二
行
目
）

　
　
八
十
よ
に
ん
の
じ
よ
ろ
し
ゅ
よ
り

　
十
九
と
せ
（
一
行
目
）

　
　
く
せ
も
の
よ
こ
や
ま
て
る
も
と
を

　
こ
れ
ら
に
対
応
を
示
す
の
は
薩
摩
若
太
夫
正
本
の
み
で
あ
る
。

「
ま
さ
き
よ
」
及
び
「
よ
こ
や
ま
て
る
も
と
」
は
本
稿
第
二
節
七

頁
上
段
．
下
段
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
「
う
つ
ろ
ふ
ね
」
は
薩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
L
づ
功
の
た
ん

摩
若
太
夫
正
本
第
十
五
段
「
沈
之
段
　
下
」
に
「
な
き
い
る
姫
の

手
を
取
り
て
。
う
つ
ろ
の
ふ
ね
に
め
さ
れ
つ
㌧
」
と
あ
り
、
「
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い

十
よ
に
ん
の
じ
よ
ろ
し
ゅ
」
は
薩
摩
若
太
夫
正
本
第
二
二
段
「
買

も
の
の
卍
ん

物
段
　
下
L
に
「
八
十
四
に
ん
の
女
郎
」
と
あ
る
。
一
ツ
ト
セ
節

の
『
お
ぐ
り
は
ん
官
一
代
記
』
も
説
経
祭
文
の
影
響
下
に
作
成
さ

れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
著
作
兼
発
行
人

が
埼
玉
県
北
埼
玉
郡
騎
西
町
の
小
林
国
吉
と
あ
る
が
、
筆
者
は
か

つ
て
注
（
6
）
の
論
文
に
お
い
て
埼
玉
県
東
部
中
部
に
江
戸
時
代

後
期
よ
り
説
経
祭
文
の
語
り
手
が
多
く
輩
出
し
た
こ
と
を
考
察
し

た
。
又
騎
西
町
に
は
五
代
目
薩
摩
若
太
夫
の
高
弟
日
暮
龍
ト
が
幕

末
よ
り
明
治
初
期
に
か
け
て
帰
郷
し
近
隣
に
多
く
の
門
弟
を
擁
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
〕

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
直
接
の
影

響
に
よ
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
も
う
一
つ
の
歌
謡
は
岐
阜
県
大
垣
市
で
歌
わ
れ
て
き
た
「
松
坂

音
頭
」
の
一
つ
「
小
栗
判
官
正
清
」
で
あ
る
。
『
大
垣
市
史
』
青

墓
篇
に
よ
れ
ぱ
、
そ
の
冒
頭
に

　
　
京
都
三
条
高
倉
の
　
　
　
　
　
小
粟
判
官
正
清
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
　
　
マ

　
　
も
と
は
京
都
の
公
卿
な
れ
ど
　
み
づ
る
が
池
の
大
蛇
に
て

　
　
ち
吉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
た
ち

　
　
契
り
を
込
め
た
そ
の
と
が
で
　
常
陸
の
国
ま
で
島
流
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
う
げ
ん
τ
る
も
と
こ
う

　
　
お
話
変
り
て
こ
れ
か
ら
は
　
　
横
山
将
監
照
元
公

　
　
御
高
七
十
二
万
石
　
　
　
　
　
女
の
子
ど
も
が
欲
し
い
と
て

　
　
申
し
子
を
い
た
さ
れ
た
る
　
　
だ
ん
だ
ん
神
願
込
め
た
う
え

　
　
二
士
二
夜
の
お
月
様
　
　
　
　
照
手
の
姫
と
生
ま
れ
落
ち
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と
あ
る
。
前
半
部
の
傍
線
箇
所
に
拠
れ
ば
、
こ
れ
迄
検
証
し
て

き
た
よ
う
に
薩
摩
若
太
夫
正
本
と
一
致
す
る
。
但
し
後
半
の
三
行

は
初
見
の
も
の
が
多
く
、
改
変
増
補
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
も
か
く
以
上
の
よ
う
に
歌
謡
に
も
説
経
祭
文
は
大
き
く
影
響
を

及
ぽ
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
よ
う
。
越
後
の
警
女
唄
は
歌
謡
と
語

り
物
の
中
問
に
位
置
す
る
も
の
な
の
で
ど
ち
ら
の
面
と
し
て
影
響

さ
れ
た
の
か
俄
に
判
断
し
難
い
が
、
ど
ち
ら
の
面
に
も
影
響
を
及

ぼ
し
や
す
か
っ
た
説
経
祭
文
の
特
徴
を
よ
く
受
け
継
い
だ
と
い
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
尚
、
大
垣
の
こ
の
歌
謡
が
「
松
坂
音
頭
」

と
い
う
の
も
警
女
唄
が
「
松
坂
祭
文
」
と
称
し
て
い
た
の
と
付
合

し
留
意
さ
れ
る
。

　
こ
の
他
、
ヤ
ン
レ
節
『
小
栗
判
官
照
手
ひ
め
　
く
と
き
』
に
も

「
小
栗
判
官
政
清
」
「
う
つ
ろ
の
ふ
ね
」
他
説
経
祭
文
と
の
関
連
で

留
意
す
る
べ
き
語
句
が
散
見
さ
れ
る
が
詳
細
な
検
討
は
後
目
に
期

し
た
い
。
尚
、
和
歌
山
県
有
田
郡
清
水
町
に
伝
わ
る
「
ま
か
せ
踊

り
」
音
頭
の
「
小
栗
判
官
・
照
手
の
姫
く
ど
き
」
の
詞
句
は
ヤ
ン

レ
節
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

　
以
上
の
考
察
に
よ
り
、
説
経
祭
文
の
予
想
を
凌
駕
す
る
伝
播
と

変
容
を
観
察
し
、
そ
の
影
響
の
一
端
を
灰
か
に
見
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
話
り
物
と
い
い
伝
説
と
い
い

そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
中
に
よ
く
溶
け
込
ん
で
い
て
、
読
書
階
級
の

読
み
物
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
に
留
ま
っ
て
い
な
い
。
語
り
手

の
元
に
は
正
本
や
写
本
が
よ
く
留
ま
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
早

稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
所
蔵
の
薩
摩
若
太
夫
正
本

『
説
経
さ
い
文
小
栗
判
官
・
照
手
の
姫
』
（
検
索
番
号
コ
一
1
3
－

1
3
L
）
は
「
越
後
／
車
屋
－
青
柳
」
と
い
う
黒
印
が
所
々
に
捺
さ

れ
て
お
り
、
江
戸
期
一
般
の
書
物
の
よ
う
に
貸
本
屋
を
通
し
て
読

ま
れ
て
い
た
経
緯
を
示
す
。
そ
う
し
た
需
要
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

が
、
本
稿
で
一
端
を
垣
間
見
た
民
衆
世
界
の
伝
承
・
需
要
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
民
衆
世
界
の
伝
承
は
断
片
で
あ
る
に
す

ぎ
ず
、
由
来
を
辿
れ
な
い
も
の
が
大
半
で
あ
る
が
、
江
戸
後
期
に

興
隆
し
、
広
範
囲
に
拡
ま
っ
た
説
経
祭
文
の
実
態
及
び
か
つ
て
の

状
況
と
民
衆
文
化
の
受
容
の
有
様
が
些
さ
か
復
元
で
き
て
い
れ
ぱ

幸
い
で
あ
る
。

（
1
）
　
『
嬉
遊
笑
覧
』

（
2
）
　
犬
滝
雅
楽
絵
氏
「
警
女
唄
の
研
究
－
高
田
替
女
唄
を
中
心
と

　
し
て
1
」
（
『
楽
道
』
三
八
二
－
三
八
九
号
。
　
一
九
七
三
－
七
四
年
、

　
正
派
邦
楽
会
）
。
注
（
4
）
の
拙
稿
に
お
い
て
こ
の
論
文
を
紹
介
し

　
た
際
、
大
滝
氏
の
氏
名
を
誤
っ
て
記
載
し
た
こ
と
を
お
詫
び
し
訂
正

　
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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（
3
）
　
昭
和
五
一
年
度
伝
承
文
学
会
大
会
口
頭
発
表
。

（
4
）
　
拙
稿
「
説
経
節
の
伝
統
－
説
経
祭
文
と
越
後
醤
女
」
（
『
一
橋

　
論
叢
』
第
五
五
七
号
　
一
九
八
七
年
　
一
橋
大
学
）
。

（
5
）
　
佐
久
間
惇
一
氏
『
警
女
の
民
俗
』
（
一
九
八
三
年
　
岩
崎
美
術

　
社
）
二
二
六
頁
。

（
6
）
　
拙
稿
「
説
経
祭
文
の
江
戸
期
資
料
小
考
」
（
『
一
橋
論
叢
』
第
六

　
七
一
号
　
一
九
九
六
年
　
一
橋
大
学
）

（
7
）
　
佐
渡
七
太
夫
豊
孝
の
正
本
は
横
山
重
編
『
説
経
正
本
集
　
第

　
二
』
（
一
九
六
六
年
　
角
川
書
店
）
に
拠
る
。

（
8
）
　
青
葉
の
笛
の
名
は
中
世
以
来
文
学
作
品
に
よ
く
登
場
す
る
名
称

　
な
の
で
、
伝
承
の
ど
の
段
階
か
で
こ
の
説
話
に
混
入
し
た
も
の
で
あ

　
ろ
う
o

（
9
）
　
前
掲
『
小
栗
判
官
の
世
界
』
一
一
七
頁
・
八
頁
所
収
。

（
1
0
）
　
『
説
経
節
と
若
松
若
太
夫
』
（
板
橋
区
教
育
委
員
会
　
一
九
九
三

　
年
）

付
記

　
本
稿
は
平
成
九
年
よ
り
文
部
省
助
成
科
学
研
究
費
補
助
を
受
け
て
い

　
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
又
冒
頭
に
記
し
た
録
音
に
よ
る
永
久

　
保
存
の
成
果
は
昭
和
五
八
年
に
同
奨
励
研
究
費
補
助
の
成
果
の
一
部

　
で
あ
る
。
記
し
て
御
礼
中
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
言
語
社
会
研
究
科
教
授
）

（15）民衆文化の伝播と変容
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