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狐
霊
信
仰
の
性
格
―
『
今
昔
物
語
集
』
の
世
界
を
中
心
に
―

酒

向

伸

行

一
、
迷
神
と
狐
霊

こ
れ
ま
で
古
代
か
ら
中
世
初
頭
に
か
け
て
の
憑
霊
信
仰
を
中
心
に
民
俗
宗
教

の
世
界
を
歴
史
的
に
分
析
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
「
も
の
」
と
総
称
さ
れ
る

(1)

「
も
の
の
け
」
・
鬼
・
天
狗
・
狐
霊
な
ど
の
霊
的
存
在
が
人
間
に
憑
依
す
る
事
例

を
豊
富
に
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
方
、
民
俗
社
会
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う

な
「
も
の
」
の
憑
依
を
伝
え
る
伝
承
を
つ
い
最
近
ま
で
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
伝
承
は
ま
さ
に
消
滅
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
な
か

で
、
狐
に
代
表
さ
れ
る
動
物
霊
、
す
な
わ
ち
狐
霊
の
憑
依
を
伝
え
る
信
仰
や
伝

承
は
か
ろ
う
じ
て
現
代
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
狐
霊
の
憑

依
伝
承
は
狐
に
化
か
さ
れ
た
と
す
る
怪
異
を
伝
え
る
狐
話
と
し
て
今
日
も
全
国

で
語
ら
れ
て
い
る

。
ま
ず
、
そ
の
一
例
を
紹
介
し
て
お
き
た
い｡

栃
木
県
足
利

(2)

郡
山
前
村
（
現
足
利
市
山
下
町
）
の
伝
承
で
あ
る
。

(3)

現
在
山
前
小
学
校
の
あ
る
場
所
で
す
が
、
明
治
の
頃
は
小
学
校
の
周
辺
は

ほ
と
ん
ど
家
も
な
く
田
畑
ば
か
り
で
、
す
す
き
等
が
茂
っ
て
い
て
、
良
く

人
が
狐
に
化
か
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
私
の
近
所
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
、

私
が
子
ど
も
の
頃
聞
い
た
話
で
す
。
夕
闇
せ
ま
る
頃
、
お
つ
か
い
の
帰
り

道
、
狐
が
出
る
と
い
う
噂
の
原
っ
ぱ
を
通
り
か
か
り
ま
し
た
。
狐
に
化
か

さ
れ
て
は
大
変
と
思
い
、
自
然
に
急
ぎ
足
に
な
り
、
前
の
め
り
に
に
な
り

な
が
ら
歩
い
て
い
ま
し
た
。
ふ
と
遠
く
を
見
る
と
、
同
じ
道
を
行
っ
た
り

来
た
り
し
て
い
る
人
が
い
る
の
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
変
な
人
が
い
る
も

の
だ
と
思
い
少
し
近
づ
い
て
見
る
と
、
一
匹
の
狐
が
し
っ
ぽ
を
右
に
左
に

バ
タ
ン
バ
タ
ン
と
振
っ
て
い
た
の
で
す
。
し
っ
ぽ
を
右
に
振
る
と
そ
の
人

は
右
の
方
に
歩
い
て
行
き
、
左
に
振
る
と
左
に
歩
き
夢
遊
病
者
の
よ
う
に

行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
狐
に
石
を
投

げ
つ
け
る
と
狐
は
逃
げ
て
行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
途
端
に
そ
の
人
は
ふ

と
わ
れ
に
返
り
ま
し
た
が
、
自
分
が
何
を
し
て
い
た
か
は
っ
き
り
判
ら
ず
、

た
し
か
に
違
う
道
を
歩
い
て
い
る
の
に
、
い
つ
の
間
に
か
同
じ
道
に
出
て

し
ま
う
の
で
、
一
生
懸
命
道
を
探
し
て
い
た
こ
と
だ
け
を
覚
え
て
い
た
そ

う
で
す
。

こ
の
よ
う
な
狐
話
は
各
地
で
聞
く
こ
と
が
で
き
、
か
つ
て
は
狐
霊
の
霊
力
に

よ
っ
て
子
供
な
ど
が
異
界
へ
と
迷
い
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
「
神
隠
し
」
伝
承

も
よ
く
聞
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
人
間
が
道
に
迷
い
、
精
神
が
朦
朧
状
態
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と
な
っ
て
同
じ
道
を
何
度
も
行
き
来
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
は
、
今
日
で
も

山
中
で
の
遭
難
者
の
体
験
談
な
ど
で
よ
く
聞
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
の
狐

話
は
そ
の
原
因
を
狐
霊
の
憑
依
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
、
人
間
が
霊
的
存
在
に
憑
依
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
道
に
迷
わ
さ
れ
た
り
、
同
じ
所
を
ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
ら
さ
れ
た
り
し
た
と
す
る

話
は
『
今
昔
物
語
集
』
（
以
下
、
『
今
昔
』
と
略
述
す
る
）
に
す
で
に
み
る
こ
と

(4)

が
で
き
る
。
巻
第
十
九
「
東
大
寺
僧
、
於
山
値
死
僧
語
第
十
九
」
は
次
の
よ
う

な
話
で
あ
る
。

東
大
寺
の
僧
が
花
を
摘
み
に
「
東
ノ
奥
山
」
に
入
っ
た
が
、「
道
ヲ
踏
ミ
違

テ
、
山
ニ
迷
」
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
我
ハ
何
ニ
成
ヌ
ル
ニ
カ
。
迷
ヒ
神
ニ
値

タ
ル
者
コ
ソ
此
ク
ハ
有
ナ
ル
。
何
チ
行
ニ
カ
有
ラ
ム
。
怪
ク
モ
有
カ
ナ
」

と
思
い
な
が
ら
行
く
と
、
か
つ
て
東
大
寺
で
死
ん
だ
僧
に
出
会
う
。
そ
し

て
、
こ
の
僧
に
金
箸
を
口
に
差
し
入
れ
た
り
、
銅
の
湯
を
入
れ
ら
れ
た
り

と
い
う
地
獄
の
責
め
苦
を
見
せ
ら
れ
る
。

東
大
寺
の
「
東
ノ
奥
山
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
は
若
草
山
の
奥
あ

た
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
地
獄
を
思
わ
せ
る
異
界
が
存
在
す
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
僧
は
「
谷
迫
ヲ
夢
ノ
様
ニ
思
エ
テ
歩
ミ
被
行
」
、
「
例
ニ
モ
非
ズ

(5)

道
ニ
迷
テ
、
我
レ
ニ
モ
非
ズ
恍
タ
ル
心
地
シ
テ
此
ク
歩
ミ
来
タ
」
っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
僧
は
入
眠
幻
覚
の
よ
う
な
朦
朧
状
態
で
異
界
へ
と
迷
い
込
ん
だ
の

で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
僧
は
「
迷
ヒ
神
ニ
値
タ
ル
者
コ
ソ
此
ク
ハ
有
ナ
ル
」
と
、

「
迷
ヒ
神
」
と
い
う
神
の
力
に
よ
っ
て
道
に
迷
わ
さ
れ
異
界
へ
と
導
か
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
解
釈
し
て
い
る
。
民
俗
社
会
に
お
い
て
は
狐
霊
の
し
わ
ざ
と
さ

れ
る
こ
の
よ
う
な
体
験
を
「
迷
ヒ
神
」
と
い
う
神
が
も
た
ら
し
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
「
迷
ヒ
神
」
と
は
い
か
な
る
神
で
あ
る
か
と
い
っ

た
具
体
的
な
記
述
は
一
切
な
い
。
そ
こ
で
も
う
少
し
『
今
昔
』
に
登
場
す
る

「
迷
神
」
の
記
事
を
み
て
い
き
た
い
。
巻
第
二
十
七
「
左
京
属
邦
利
延
、
値
迷

神
語
第
四
十
二
」
は
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

三
条
天
皇
が
岩
清
水
八
幡
宮
に
行
幸
し
た
際
、
左
京
属
邦
利
延
と
い
う
者

が
こ
れ
に
供
奉
し
た
が
、
九
条
ま
で
で
仕
事
が
済
ん
だ
は
ず
だ
が
、
ど
う

し
た
わ
け
か
「
長
丘
ノ
寺
戸
」
（
現
向
日
市
寺
戸
町
）
ま
で
行
っ
て
し
ま
っ

た
。
や
が
て
日
も
暮
れ
、
も
う
「
山
崎
ノ
渡
」
に
着
く
と
思
っ
て
い
る
と

不
思
議
に
も
ま
た
寺
戸
の
岸
に
上
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
寺
戸
を
過
ぎ
乙
訓

川
を
渡
る
と
思
う
と
先
程
過
ぎ
た
桂
川
を
渡
っ
て
い
る
。
や
が
て
夜
に
な

っ
た
の
で
寺
戸
の
西
に
あ
る
板
屋
堂
で
夜
を
明
か
し
た
。

こ
の
よ
う
に
邦
利
延
は
道
に
迷
い
、
同
じ
所
を
ぐ
る
ぐ
る
と
回
っ
た
の
で
あ

る
が
、
利
延
は
九
条
の
辺
り
で
「
此
ノ
辺
ニ
ハ
迷
ハ
シ
神
有
ナ
ル
ゾ
カ
シ
」
と

い
う
人
々
の
言
葉
を
聞
い
た
と
さ
れ
て
お
り
、
後
に
利
延
自
身
も
「
我
レ
ハ
左

京
ノ
官
人
也
。
早
九
条
ニ
テ
可
留
カ
リ
ケ
ル
ニ
、
此
マ
デ
来
ツ
ラ
ム
、
極
マ
リ

テ
由
無
シ
。
其
レ
ニ
、
同
所
ニ
絡
返
シ
廻
行
ケ
ル
ハ
、
九
条
ノ
程
ヨ
リ
迷
ハ
シ

神
ノ
託
テ
、
将
狂
ハ
シ
テ
行
カ
セ
ケ
ル
ナ
メ
リ
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
よ
う
に
道
に
迷
わ
さ
れ
る
と
い
う
現
象
は
「
迷
ハ
シ
神
」
と
い
う
神
の
仕

業
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
迷
ハ
シ
神
」
は
人
間

を
道
に
迷
わ
せ
る
神
と
い
う
そ
の
属
性
か
ら
先
の
巻
十
九
ー
十
九
の
「
迷
ヒ

神
」
と
同
一
の
神
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
、
本
話
で
は
、
「
迷
ハ
シ
神
ノ
託
テ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
神
は
人

間
に
憑
依
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
人
間
を
迷
わ
せ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
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う
こ
と
が
で
き
る
。『
今
昔
』
で
は
「
託
く
」
と
い
う
表
現
は
憑
霊
を
意
味
し
て

お
り
、
憑
入
も
憑
着
も
と
も
に
こ
の
語
で
記
述
し
て
い
る
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

(6)

下
ー
一
六
三
「
俊
宣
合
迷
神
事
」
は
本
話
と
同
話
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
「
九

条
の
程
よ
り
、
迷
は
か
し
神
の
つ
き
て
、
い
て
来
る
を
し
て
、
か
う
し
て
け
る

な
め
り
」
と
や
は
り
「
迷
は
か
し
神
」
の
憑
依
が
そ
の
原
因
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
本
話
に
よ
れ
ば
、
「
迷
ハ
シ
神
」
は
平
安
京
の
南
端
「
九
条
」
と
い
う
境
の

地
に
存
在
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
「
迷
神
」
の
属

性
と
し
て
特
定
の
地
に
こ
の
神
は
存
在
し
、
そ
の
地
に
近
付
い
た
者
に
憑
着
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
者
の
心
に
異
常
を
も
た
ら
し
道
に
迷
わ
せ
る
と
認
識

さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
本
話
の
末
尾
に
「
然
レ
バ
、
迷
ハ
シ
神
ニ

値
ヌ
ル
ハ
希
有
ノ
事
也
。
此
ク
心
ヲ
モ
□
カ
シ
、
道
ヲ
モ
違
ヘ
テ
謀
ル
也
。
狐

ナ
ド
ノ
為
ル
ニ
ヤ
有
ラ
ム
」
と
あ
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
『
今
昔
』
の

編
者
は
こ
の
「
迷
ハ
シ
神
」
の
正
体
を
「
狐
」
と
推
測
し
た
の
で
あ
る
。
「
迷

神
」
と
は
人
が
朦
朧
状
態
と
な
り
道
に
迷
っ
て
し
ま
う
と
い
う
現
象
を
た
だ
説

明
す
る
た
め
だ
け
に
創
出
さ
れ
た
神
で
あ
り
、
境
の
地
な
ど
に
存
在
す
る
こ
の

神
が
憑
着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
は
道
に
迷
わ
さ
れ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
が
『
今
昔
』
が
編
纂
さ
れ
る
時
代
ま
で
に
は
こ
の
よ
う
な
怪
異
の
原
因
が

狐
霊
の
活
動
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
巻
二
十
七
を

中
心
に
『
今
昔
』
に
数
多
く
の
狐
を
め
ぐ
る
怪
異
譚
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
怪
異
の
原
因
が
こ
の
よ
う
に
狐
霊
の
活
動
に
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
く
動
き
の
な
か
で
人
を
迷
わ
す
の
も
狐
の
仕
業
と
認
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
『
今
昔
』
に
は
二
十
話
を
越
え
る
説
話
に
狐
が
登
場
し
て
く
る
。

こ
の
こ
と
は
当
時
の
人
々
が
い
か
に
狐
に
対
し
て
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
か

を
示
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
狐
を
め
ぐ
る
怪
異
譚
と
し
て
は
狐
が
女
性
に

化
け
る
と
い
う
話
が
多
い
。
巻
二
十
八
ー
三
十
八
は
、
近
衛
人
播
磨
安
高
が
内

野
通
り
（
旧
大
内
裏
の
跡
地
）
で
顔
を
扇
で
隠
し
た
美
し
い
「
女
の
童
」
に
出

会
う
が
、
こ
の
美
女
は
狐
が
化
け
た
姿
で
あ
っ
た
と
い
う
話
で
あ
り
、
次
話
の

三
十
九
も
あ
る
雑
色
男
の
前
に
そ
の
妻
に
狐
が
化
け
て
登
場
し
て
く
る
。
ま
た
、

巻
十
四
ー
五
で
は
あ
る
男
が
朱
雀
門
前
で
出
会
っ
た
狐
が
化
け
た
美
女
と
契
っ

た
と
い
う
話
で
あ
る
が
、
男
の
身
代
わ
り
と
な
っ
て
死
ん
だ
こ
の
狐
の
た
め
に

男
が
法
華
経
を
供
養
す
る
こ
と
に
よ
り
狐
は
刀
利
天
に
転
生
し
た
と
い
う
。
巻

二
十
八
ー
三
十
八
・
三
十
九
は
た
だ
狐
が
美
女
に
化
け
て
男
を
化
か
し
た
と
い

う
今
日
も
民
俗
社
会
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
狐
話
と
共
通
の
モ
チ
ー
フ
を
有

し
て
い
る
。
し
か
し
、
先
の
巻
十
四
ー
五
は
『
法
華
験
記
』
下
ー
一
二
七
を
そ

の
典
拠
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
法
華
経
信

仰
に
裏
付
け
ら
れ
た
仏
教
説
話
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
『
今
昔
』

が
編
纂
さ
れ
る
頃
に
は
狐
が
女
性
の
姿
に
変
じ
て
男
を
化
か
し
た
と
す
る
世
間

話
的
興
味
の
み
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
狐
と
迷
神
と
の
関
係
を
直
接
的
に
説
く
説
話
を
み
て
お
き
た
い
。
巻

第
二
十
七
「
狐
、
変
大
椙
木
被
射
殺
語
第
三
十
七
」
は
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

春
日
神
社
の
宮
司
の
甥
の
中
大
夫
が
、
草
を
食
ん
で
い
る
う
ち
に
姿
を
消

し
た
馬
を
探
し
て
「
奈
良
ノ
京
ノ
南
三
橋
」（
大
和
郡
山
市
三
橋
町
）
の
東

の
山
中
に
分
け
入
る
う
ち
に
夜
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
見
た
こ

と
も
な
い
根
元
が
二
間
ぐ
ら
い
で
高
さ
二
十
丈
ほ
ど
の
椙
（
杉
）
の
木
が

そ
び
え
て
い
る
の
に
出
会
っ
た
。
中
大
夫
は
「
物
ノ
ニ
迷
ハ
サ
レ
テ
不
思



― 26 ―

縣
ヌ
方
ニ
来
ニ
タ
ル
カ
」
と
も
、
さ
ら
に
は
「
迷
ハ
シ
神
ニ
値
テ
不
思
縣

ヌ
所
ニ
来
ニ
タ
ル
ニ
コ
ソ
有
ナ
レ
」
と
も
思
う
。
そ
こ
で
こ
の
杉
の
木
に

矢
を
射
立
て
、
夜
が
明
け
て
か
ら
ま
た
様
子
を
見
よ
う
と
し
て
矢
を
射
る

と
そ
の
木
は
消
え
て
し
ま
っ
た
。
翌
朝
来
て
み
る
と
「
毛
モ
無
ク
老
タ
リ

ケ
ル
狐
」
が
杉
の
枝
を
く
わ
え
て
死
ん
で
い
た
。

こ
の
中
大
夫
も
ま
た
「
不
思
縣
ヌ
方
ニ
来
ニ
タ
ル
カ
」
、
「
不
思
縣
ヌ
所
ニ
来

ニ
タ
ル
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
思
い
が
け
ず
ま
っ
た
く
見
知
ら
ぬ
場
所
に

出
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
最
初
中
大
夫
は
「
物
ノ
ニ
迷
ハ
サ
レ
テ
」
、
つ
ま
り

そ
の
正
体
が
不
明
で
あ
る
と
こ
ろ
の
霊
的
存
在
一
般
で
あ
る
「
も
の
」
の
力
に

よ
っ
て
迷
わ
さ
れ
た
と
理
解
し
、
さ
ら
に
「
迷
ハ
シ
神
ニ
値
テ
」
と
「
も
の
」

の
正
体
を
「
迷
ハ
シ
神
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
そ
し
て
死
ん
だ
老
狐
の
姿
を
見

る
と
「
夜
前
ハ
此
ノ
奴
ノ
迷
ハ
シ
テ
ケ
ル
也
ケ
リ
」
と
、
最
終
的
に
は
「
迷
ハ

シ
神
」
の
正
体
を
狐
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
狐
が
杉
の
木
に
化
け

て
い
る
こ
と
は
、
稲
荷
社
の
よ
く
知
ら
れ
た
「
験
の
杉
」
と
な
ん
ら
か
の
関
連

が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
人
間
に
憑
着
し
道
に
迷
わ
せ
る
霊
的
存
在
は
本
来
「
迷

神
」
な
ど
と
称
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
や
が
て
狐
霊
信
仰
の
隆
盛
に
伴
い
、
そ

の
正
体
は
狐
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
民

俗
社
会
に
お
い
て
広
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
狐
霊
が
人
間
に
憑
依
し
道
に
迷
わ
せ

た
り
同
じ
道
を
行
き
来
さ
せ
る
と
す
る
狐
話
の
源
は
こ
の
『
今
昔
』
の
時
代
に

ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
や
が
て
憑
霊
現
象
と
は
認
識
さ

れ
な
く
な
り
、
単
に
化
か
さ
れ
た
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

二
、
狐
霊
信
仰
の
両
義
性

先
に
み
た
よ
う
に
狐
霊
の
霊
力
は
人
間
を
化
か
す
な
ど
人
間
に
災
い
を
も
た

ら
す
負
の
方
向
に
働
く
と
認
識
さ
れ
て
い
る
事
例
が
多
い
。
特
に
憑
き
物
筋
信

仰
を
背
景
と
す
る
狐
霊
信
仰
に
お
い
て
そ
れ
は
顕
著
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
山

陰
地
方
の
「
人
狐
」
に
関
す
る
報
告
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

(7)

山
陰
地
方
で
信
仰
さ
れ
て
い
る
人
狐
は
「
狐
持
ち
」
と
呼
ば
れ
る
特
定
の

家
に
飼
わ
れ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
狐
は
納
戸
や
縁
の
下
で
養
わ

れ
、
家
人
が
金
を
欲
し
い
と
思
え
ば
他
所
に
行
っ
て
金
を
く
わ
え
て
く
る

し
、
田
に
水
が
か
か
ら
ぬ
と
き
は
体
を
水
口
に
横
た
え
て
隣
の
田
に
水
が

い
か
ぬ
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
家
人
が
他
人
と
仲
違
い
を
し
た
と
き
は
自

ら
進
ん
で
、
あ
る
い
は
主
人
の
命
を
受
け
て
、
相
手
に
憑
き
病
気
や
災
難

を
起
す
と
い
う
。

関
東
地
方
の
代
表
的
な
憑
き
物
で
あ
る
オ
サ
キ
に
つ
い
て
も
、
群
馬
県
多
野

郡
神
流
村
出
身
の
女
性
の
話
と
し
て
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

(8)

オ
サ
キ
の
つ
い
て
い
る
家
へ
田
畑
を
貸
す
と
、
返
さ
れ
た
時
に
オ
サ
キ
が

く
っ
つ
い
て
来
る
の
で
貸
し
た
家
も
オ
サ
キ
モ
チ
に
な
る
と
い
わ
れ
る
。

娘
が
縁
遠
い
と
い
わ
れ
る
家
を
調
べ
て
見
る
と
、
オ
サ
キ
モ
チ
の
家
が
多

い
。
オ
サ
キ
が
人
に
つ
い
た
場
合
に
は
、
そ
の
人
の
腹
の
臓
物
を
食
い
き

っ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
の
人
は
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
。
オ
サ
キ
は
欲
深

で
借
り
た
物
は
二
倍
に
し
て
返
し
て
や
ら
な
い
と
、
ア
ダ
を
と
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
狐
霊
に
憑
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
病
や
死
が
も
た
ら
さ
れ
た
り
、
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さ
ま
ざ
ま
な
災
難
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
伝
承
は
よ
く
聞
か
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
共
同
体
の
成
員
に
望
ま
れ
な
い
憑
霊
現
象
を

「
悪
し
き
憑
霊
」
と
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
方
、
後
述
す
る
よ
う
に
狐
霊
の
霊
力
は
、
人
間
に
福
徳
や
幸
運
を
も
た
ら

す
と
い
う
よ
う
に
正
の
方
向
に
働
く
と
も
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ

う
な
人
間
に
望
ま
れ
る
憑
霊
現
象
を
「
善
き
憑
霊
」
と
称
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

以
下
、
こ
の
よ
う
な
「
善
き
憑
霊
」
・
「
悪
し
き
憑
霊
」
と
い
う
視
点
か
ら
狐
霊

信
仰
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。

(9)

さ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
狐
持
ち
の
家
は
狐
を
手
に
入
れ
こ
れ
を
家

で
飼
う
こ
と
に
よ
っ
て
富
裕
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
事
例
が
多
い
。
た

と
え
ば
先
の
人
狐
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
伝
承
が
存
在
す
る
。

(10)

某
家
は
最
初
は
貧
乏
で
あ
つ
た
が
、
何
代
目
か
の
先
祖
が
行
商
に
出
た
帰

途
、
森
の
中
で
白
狐
を
発
見
し
、
つ
れ
て
帰
つ
て
特
別
な
座
敷
に
入
れ
て

飼
つ
た
処
、
だ
ん
だ
ん
数
が
殖
え
、
そ
れ
が
や
が
て
金
で
も
何
で
も
咬
へ

て
来
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
、
自
然
親
方
（
資
産
家
）
に
な
つ
て
行
つ
た
。

先
の
群
馬
県
の
オ
サ
キ
モ
チ
の
報
告
に
、「
オ
サ
キ
は
人
に
も
憑
く
し
家
に
も

憑
く
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
憑
き
物
を
家
で
飼
う
と
い
う
の
は
憑
き
物
が
家
に

憑
い
て
い
る
と
い
う
認
識
の
ひ
と
つ
の
表
現
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
家
に
憑
く
こ
と
に
よ
っ
て
富
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
家
に
と
っ
て
は
こ
れ
は
「
善
き
憑
霊
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

一
方
で
そ
の
憑
き
物
は
他
の
家
の
人
間
に
憑
く
こ
と
に
よ
っ
て
病
な
ど
の
災
い

を
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
共
同
体
に
と
っ
て
は
「
悪
し
き
憑
霊
」
と

認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
民
俗
社
会
に
お
け
る
憑
き
物
信
仰
で

は
憑
き
物
筋
信
仰
を
含
め
て
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
悪
し
き
憑
霊
」
が
強
調
さ
れ

る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
視
点
を
変
え
て
み
る
と
、
憑
き
物
筋
の
家
は
狐

霊
が
憑
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
富
裕
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

は
「
善
き
憑
霊
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
狐
霊
が
憑
依
す
る
こ
と

に
よ
り
福
徳
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
信
仰
が
、
憑
き
物
筋
信
仰
が
成
立

す
る
以
前
か
ら
民
俗
社
会
に
定
着
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
急
速
に
財
力
を
獲
得

し
た
家
に
対
し
て
、
そ
の
原
因
を
狐
霊
の
憑
依
を
も
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
信
仰
が
憑
き
物
筋
が
近
世
中
期
に
な
っ
て
成
立
す
る(11)

基
盤
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
東
日
本
に
お
い
て
は
、
狐
霊
の
霊
力
に
よ
っ
て
富
裕
に
な
る
と

い
う
信
仰
は
「
イ
ヅ
ナ
」
と
称
さ
れ
る
狐
霊
信
仰
に
と
も
な
い
伝
え
ら
れ
て
い

る
事
例
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
岩
手
県
遠
野
地
方
で
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い

る
。

(12)

小
友
村
鮎
貝
の
某
と
い
う
者
、
或
日
遠
野
の
町
へ
出
る
途
中
で
、
見
知
ら

ぬ
旅
人
と
道
連
れ
に
な
っ
た
。
其
旅
人
は
そ
ち
こ
ち
の
家
を
指
さ
し
て
、

此
家
に
は
ど
う
い
う
病
人
が
あ
る
と
か
、
あ
の
家
に
は
斯
ん
な
事
が
あ
る

と
か
色
々
な
こ
と
を
言
う
の
が
、
皆
自
分
の
兼
ね
て
知
っ
て
居
る
こ
と
に

よ
く
合
っ
て
居
る
の
で
、
某
は
心
窃
か
に
驚
い
て
、
お
ま
え
様
は
此
路
は

始
め
て
だ
と
い
う
の
に
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
事
ま
で
わ
か
り
ま
す
か
と
聞

く
と
、
な
に
訳
は
無
い
。
お
れ
は
斯
う
い
う
物
を
持
っ
て
居
る
か
ら
と
言

っ
て
、
ご
く
小
さ
な
白
い
狐
を
袂
か
ら
取
出
し
て
見
せ
た
。
そ
う
し
て
是

さ
え
あ
れ
ば
誰
で
も
俺
の
よ
う
に
何
事
で
も
わ
か
る
し
、
又
思
う
こ
と
が
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何
で
も
か
な
う
と
い
う
の
で
、
某
は
欲
し
く
て
た
ま
ら
ず
、
幾
ら
か
の
金

を
出
し
て
其
小
狐
の
雌
雄
を
買
い
取
り
、
飼
い
方
使
い
方
を
委
し
く
教
え

て
貰
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
此
人
は
恐
ろ
し
く
よ
く
当
る
八
卦
置
き
に

な
っ
た
。
（
中
略
）
適
中
す
る
の
で
追
々
に
信
用
す
る
人
が
多
く
、
自
分
も

亦
忽
ち
の
中
に
村
で
指
折
ら
れ
る
金
持
に
な
っ
た
。
併
し
ど
う
し
た
も
の

か
何
年
か
の
後
に
は
、
其
八
卦
が
次
第
に
当
ら
な
く
な
り
、
家
も
い
つ
の

間
に
か
元
通
り
の
貧
乏
に
な
っ
て
、
末
に
は
何
処
か
の
往
来
で
の
た
れ
死

に
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
飯
綱
は
皆
斯
う
い
う
も
の
で
、
其
術
に

は
年
限
の
様
な
も
の
が
あ
っ
て
、
死
ぬ
時
に
は
や
は
り
元
の
有
様
に
戻
っ

て
し
ま
う
も
の
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
「
飯
綱
」
と
い
う
狐
霊
の
霊
力
に
よ
っ
て
「
何
事
で
も
わ
か

る
し
、
又
思
う
こ
と
が
何
で
も
か
な
う
」
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
の
力
に
よ
っ
て
あ
る
男
は
金
持
ち
に
な
っ
た
が
、
そ
の
力
に
は
年
限
が
あ
り

死
ぬ
時
に
は
も
と
に
も
ど
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
伝
承
は
い

(13)

わ
ゆ
る
「
飯
綱
使
い
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
狐
霊
の
力
に
よ

っ
て
大
き
な
富
を
獲
得
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は

飯
綱
使
い
の
場
合
は
狐
霊
の
霊
力
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
未
来
を
予
知

し
た
り
す
る
な
ど
の
卜
占
能
力
や
予
知
能
力
を
手
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
彼
ら
の
富
の
獲
得
の
源
泉
は
こ
の
能
力
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
狐
霊
信
仰
の
う
ち
に
は
こ
の
よ
う
に
狐
霊
の
力
を
借

り
て
異
界
と
交
通
す
る
能
力
を
獲
得
す
る
と
い
う
信
仰
が
大
き
な
位
置
を
占
め

て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
飯
綱
使
い
だ
け
で
は
な
く
、
近
畿
地
方
を
中

心
に
活
動
す
る
イ
ナ
リ
サ
ゲ
と
か
イ
ナ
リ
オ
ロ
シ
な
ど
と
称
さ
れ
る
巫
女
の
信

仰
に
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
よ
う
な
信
仰
は
霊
的
職
能
者

(14)

の
み
で
は
な
く
狐
憑
き
一
般
に
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
静
岡

県
庵
腹
郡
両
河
内
村
の
狐
憑
き
の
報
告
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

(15)

狐
が
憑
く
と
寝
て
い
て
も
離
れ
た
と
こ
ろ
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。

大
島
の
九
エ
門
隠
居
は
夜
中
時
分
に
「
誰
そ
れ
が
子
供
を
生
ん
だ
が
女
の

子
だ
よ
」
と
い
っ
た
の
で
、
聞
い
て
み
る
と
、
確
か
に
そ
の
時
に
女
の
子

が
生
ま
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
狐
霊
が
憑
依
す
る
こ
と
に
よ
り
異
界
と
交
通
す
る
能
力
を
獲
得

す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
憑
霊
は
「
善
き
憑
霊
」
と
認
識
さ

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
狐
霊
の
憑
霊
現
象

で
は
、
い
わ
ゆ
る
憑
き
物
信
仰
と
し
て
共
同
体
の
成
員
に
よ
っ
て
忌
避
さ
れ
る

「
悪
し
き
憑
霊
」
と
し
て
の
性
格
が
こ
れ
ま
で
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
視
点
を

か
え
る
と
一
方
に
「
善
き
憑
霊
」
と
し
て
の
性
格
を
も
有
し
て
い
る
こ
と
に
注

意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
民
俗
社
会
に
お
け
る
狐
霊
信
仰
の
性
格

は
両
義
性
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
両
義
性
は
霊

力
勝
れ
た
霊
的
存
在
で
あ
る
狐
霊
の
す
べ
て
が
本
質
的
に
有
し
て
い
る
と
認
識

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
異
な
る
系
譜
を
引
く
狐
霊
信
仰
が
存

在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
田
中
久
夫
氏
は
中
世
に
お
け
る
狐
霊
信
仰
を
詳

細
に
分
析
し
、「
キ
ツ
ネ
に
は
藤
森
社
の
キ
ツ
ネ
と
稲
荷
神
社
の
白
狐
と
野
狐
の

三
種
類
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
藤
森
社
の
キ
ツ
ネ
」
は
「
未

(16)

来
を
告
げ
る
ミ
サ
キ
キ
ツ
ネ
」
で
あ
る
と
し
、
富
や
福
の
獲
得
と
関
わ
る
の
が

「
稲
荷
神
社
の
狐
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
特
定
の
社
に
所
属
す
る

こ
と
な
く
病
や
祟
り
を
も
た
ら
す
狐
を
「
野
狐
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な



― 29 ―

指
摘
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
世
以
降
、
狐
霊
信
仰
に
多
く
の
宗
教
者
が
か

か
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
系
譜
を
引
く
狐
霊
信
仰
が
生
成
し
新
た
な

展
開
を
み
せ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
中

世
以
前
の
狐
霊
信
仰
が
い
か
な
る
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
あ
ら

た
め
て
注
目
し
、
中
世
以
降
の
狐
霊
信
仰
に
つ
い
て
今
後
考
察
し
て
い
く
上
で

の
一
助
と
し
た
い
。
そ
の
際
、
大
き
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
多

く
の
狐
話
が
収
載
さ
れ
て
い
る
『
今
昔
物
語
集
』
の
説
話
群
で
あ
る
。
以
下
、

(17)

『
今
昔
』
所
収
の
狐
説
話
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

三
、
『
今
昔
』
巻
二
十
七
ー
四
十
話
に
み
る
狐
霊
信
仰

先
に
み
た
よ
う
な
狐
霊
の
有
す
る
両
義
性
と
い
う
性
格
は
す
で
に
『
今
昔
』

の
世
界
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
巻
第
二
十
七
「
狐
、
託
人
被
取

玉
乞
返
報
恩
語
第
四
十
」
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
本
話
は
こ
れ
ま
で
も
さ
ま
ざ

ま
な
機
会
に
分
析
し
て
き
た
説
話
で
あ
る
が
、
『
今
昔
』
の
時
代
ま
で
の
狐
霊
信

仰
、
お
よ
び
憑
霊
信
仰
を
理
解
す
る
上
で
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
説
話

で
あ
る
。
ま
ず
、
そ
の
梗
概
を
ま
と
め
て
お
く
。

女
に
憑
入
し
た
狐
が
所
蔵
す
る
白
い
玉
を
取
り
上
げ
た
若
侍
が
、
狐
の
願

い
に
よ
り
返
し
て
や
る
と
、
狐
は
そ
の
恩
義
に
感
じ
て
若
侍
の
身
辺
を
守

護
し
た
。
若
侍
は
太
秦
広
隆
寺
に
参
詣
し
て
の
帰
り
、
こ
の
狐
に
道
案
内

さ
れ
盗
賊
の
難
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
の
冒
頭
部
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

今
昔
、
物
ノ
気
病
為
ル
所
有
ケ
リ
。

物
託
ノ
女
ニ
物
託
テ
云
ク
、「
己
ハ
狐
也
、
祟
ヲ
成
シ
テ
來
レ
ル
ニ
ハ
非
ズ
。

只
、
此
ル
所
ニ
ハ
自
然
ラ
食
物
散
ボ
フ
物
ゾ
カ
シ
ト
思
テ
、
指
臨
テ
侍
ル

ヲ
、
此
ク
被
召
籠
テ
侍
ル
也
」
ト
云
テ
、
懐
ヨ
リ
白
キ
玉
ノ
柑
子
ナ
ド
ノ

程
ナ
ル
ヲ
取
出
テ
、
打
上
テ
玉
ニ
取
ル
ヲ
見
ル
人
、「
可
咲
気
ナ
ル
玉
カ
ナ
。

此
ノ
物
託
ノ
女
ノ
、
本
ヨ
リ
懐
ニ
持
テ
人
謀
ラ
ム
ト
為
ル
ナ
メ
リ
」
ト
疑

ヒ
思
ケ
ル
程
ニ
、
傍
ニ
若
キ
侍
ノ
男
ノ
勇
タ
ル
ガ
居
テ
、
物
託
ノ
女
ノ
其

ノ
玉
ヲ
打
上
タ
ル
ヲ
、
俄
ニ
手
ニ
受
テ
取
テ
懐
ニ
引
入
レ
テ
ケ
リ
。

こ
こ
で
「
物
ノ
気
病
」
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
「
も
の
」
と
総
称
さ
れ
る
悪

し
き
霊
的
存
在
の
憑
着
を
病
因
と
す
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
病
一
般
を
意
味
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
後
に
「
験
者
ニ
被
追
テ
狐
去
ヌ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
「
物
ノ
気
病
」
が
発
生
し
た
土
地
か
家
に
験
者
が
請
ぜ
ら
れ
憑
祈
祷
を
修

し
て
「
も
の
の
け
」
の
正
体
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
調
伏
し
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
本
話
の
前
半
部
の
類
話
と
考
え
ら
れ
る
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
五
十
三

「
狐
人
に
つ
き
て
し
と
ぎ
食
事
」
は
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

昔
、
物
の
け
わ
づ
ら
ひ
し
所
に
、
物
の
け
わ
た
し
し
程
に
、
物
の
け
、
物

つ
き
に
つ
き
て
い
ふ
や
う
、「
お
の
れ
は
、
た
ゝ
り
の
物
の
け
に
て
も
侍
ら

ず
。
う
か
れ
て
ま
か
り
通
り
つ
る
狐
也
。
塚
屋
に
子
ど
も
な
ど
侍
る
が
、

物
を
ほ
し
が
り
つ
れ
ば
、
か
や
う
の
所
に
は
、
く
ひ
物
ち
ろ
ぼ
ふ
物
ぞ
か

し
と
て
、
ま
う
で
き
つ
る
な
り
。
し
と
ぎ
ば
ら
た
べ
て
ま
か
り
な
ん
」
と

い
へ
ば
、
し
と
ぎ
を
せ
さ
せ
て
、
（
中
略
）
「
此
女
の
、
し
と
ぎ
ほ
し
か
り

け
れ
ば
、
そ
ら
も
の
づ
き
て
か
く
い
ふ
」
と
、
に
く
み
あ
へ
り
。
「
紙
給
は

り
と
、
是
つ
ゝ
み
て
ま
か
り
て
、
た
う
め
や
子
共
な
ど
に
食
は
せ
ん
」
と
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い
ひ
け
れ
ば
、
紙
を
二
ま
い
引
ち
が
へ
て
、
つ
ゝ
み
た
れ
ば
大
や
か
な
る

を
腰
に
は
さ
み
た
れ
ば
、
む
ね
に
さ
し
あ
が
り
て
あ
り
。
か
く
て
、
「
追
へ

追
へ
」
と
、
験
者
に
い
へ
ば
、
立
あ
が
り
て
、
た
ふ
れ
ふ
し
ぬ
。
し
ば
し

斗
あ
り
て
、
や
が
て
お
き
あ
が
り
た
る
に
、
ふ
と
こ
ろ
な
る
も
の
さ
ら
に

な
し
。

失
せ
に
け
る
こ
そ
ふ
し
ぎ
な
れ
。

こ
こ
に
「
物
の
け
わ
た
し
し
程
に
、
物
の
け
、
物
つ
き
に
つ
き
て
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
も
、
『
今
昔
』
に
登
場
す
る
「
物
託
ノ
女
」
と
は
憑
祈
祷
に
お
い
て
依

座
の
役
割
を
果
た
す
女
性
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、

平
安
貴
族
社
会
に
お
い
て
修
さ
れ
る
憑
祈
祷
に
お
い
て
依
座
の
役
は
女
房
や
童

子
が
臨
時
に
つ
と
め
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
「
物
託
ノ
女
」

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
依
座
を
職
能
と
す
る
女
性
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
後
の
山
伏
と
巫
女
と
の
関
係
の
よ
う
に
、
こ
の
「
物
託
ノ
女
」
は
験

者
と
常
に
組
ん
で
憑
祈
祷
を
修
す
る
こ
と
を
な
り
わ
い
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
十
二
世
紀
中
頃
ま
で
に
は
民
間
に
お
い
て
は
験
者
は
依
座

と
な
る
女
性
と
組
ん
で
、
人
々
の
求
め
に
応
じ
て
憑
祈
祷
を
修
し
て
い
た
と
推

測
さ
れ
る
。

一
方
、『
今
昔
』
・
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
も
に
、
彼
女
を
囲
む
者
達
は
最
初
は

こ
の
「
物
託
」
は
狐
霊
が
憑
入
し
た
ふ
り
を
し
て
人
々
を
だ
ま
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
認
識
し
て
い
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
こ

の
時
代
に
お
い
て
は
「
物
託
」
は
す
で
に
一
つ
の
職
業
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、『
今
昔
』
で
は
、
狐
霊
が
「
此
ク
被
召
籠
テ
侍
ル
也
」
、「
此
ノ
搦
サ
セ

給
ヘ
ル
護
法
」
な
ど
と
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
験
者
が
使
う
護
法
の
力
に
よ

っ
て
、
狐
霊
は
「
物
託
ノ
女
」
の
体
内
に
呪
縛
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
狐
霊
は
自
分
の
意
志
で
女
の
体
内
に
憑
入
し
た
の
で
は
な
く
、
験
者

に
強
い
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
―
も
ち
ろ
ん
験
者
が
使
う
護
法
の
力
に
よ
る
と

い
う
の
で
あ
る
が
―
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
霊
的
存
在
が
人
間

の
体
内
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
、
そ
の
行
動
の
自
由
を
奪
わ
れ
て
い
る
状
態
は

「
縛
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

さ
て
、
こ
う
し
て
「
物
託
ノ
女
」
の
体
内
に
縛
さ
れ
た
狐
霊
は
、
女
の
口
を

通
し
て
自
分
は
祟
り
を
な
し
に
来
た
の
で
は
な
く
食
物
が
落
ち
て
い
な
い
か
覗

き
に
来
た
だ
け
だ
と
語
っ
て
い
る
。
「
物
の
気
病
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
病
因
は

自
分
で
は
な
く
別
の
「
も
の
の
け
」
だ
と
弁
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
、
疫
神
祭
祀
の
儀
法
の
中
心
が
疫
神
や
「
も
の
」
と
称
さ
れ
る
霊
的
存
在
に

対
す
る
食
物
の
饗
応
に
あ
っ
た
よ
う
に
、「
物
の
気
病
」
の
場
合
に
も
や
は
り
食

(18)

物
を
調
整
し
こ
れ
を
供
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
よ
れ

ば
そ
こ
に
は
「
し
と
ぎ
」
が
供
え
ら
れ
て
い
た
。
粢
は
民
俗
社
会
に
お
い
て
も

神
霊
に
供
え
ら
れ
る
ハ
レ
の
日
の
食
物
で
あ
る
。
こ
れ
を
ね
ら
っ
て
狐
が
や
っ

て
く
る
よ
う
な
こ
と
も
実
際
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
『
今
昔
』
巻
五
ー

十
三
に
は
墓
屋
に
「
祭
リ
置
」
い
た
粢
な
ど
を
狐
が
取
っ
て
食
べ
る
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
今
昔
』
で
は
狐
霊
は
「
自
分
が
病
因
で
は
な
い
、
た
ま
た
ま
近

く
に
存
在
し
て
い
た
た
め
縛
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
」
と
主
張
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
逆
に
当
時
こ
の
よ
う
な
「
物
ノ
気
病
」
の
病
因
の
一
つ
と
し
て
狐

霊
の
憑
依
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
狐
霊
の
憑

依
は
人
間
に
病
や
死
を
も
た
ら
す
「
悪
し
き
憑
霊
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
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あ
る
。

狐
霊
が
人
間
に
憑
着
し
病
や
死
を
も
た
ら
す
と
す
る
も
っ
と
も
古
い
伝
承
は
、

『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
ー
二
の
永
興
説
話
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、

(19)

狐
霊
が
熊
野
の
一
人
の
村
人
に
憑
着
し
死
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
は
永
興
の
弟

子
に
も
病
を
も
た
ら
し
て
い
た
。
そ
の
後
、『
真
言
伝
』
巻
四
に
収
載
さ
れ
た
三

善
清
行
（
八
四
七
～
九
一
八
）
の
「
善
家
秘
記
」
に
記
さ
れ
た
染
殿
后
憑
依
譚

に
、
染
殿
后
に
憑
着
し
病
を
も
た
ら
す
老
狐
を
そ
の
正
体
と
す
る
狐
霊
の
姿
が

描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
承
は
さ
ら
に
後
に
は
「
天
狐
」
と
称
さ
れ
る
強
力
な

霊
力
を
有
す
る
と
さ
れ
る
狐
霊
の
憑
依
譚
へ
と
発
展
し
た
。
『
天
台
南
山
相
応
和

尚
伝
』
の
伝
承
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
平
安
時
代
に
は
狐
霊
は
人
間
に
病
や
死

(20)

を
も
た
ら
す
悪
し
き
霊
的
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
狐
霊
に
対
す
る
信
仰
の
中
心
に
は
、
憑
祈
祷
や
調
伏
に
携
わ
っ
た
密
教
僧

の
存
在
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
が
狐
霊
の
「
悪
し
き
憑
霊
」
と
い
う

信
仰
を
そ
の
修
法
を
通
し
て
よ
り
強
く
人
々
の
間
に
拡
大
・
定
着
し
て
い
っ
た

と
い
え
る
。

た
だ
、
本
話
で
注
目
さ
れ
る
の
は
こ
の
狐
霊
が
一
方
で
人
間
を
守
護
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
狐
霊
は
玉
を
取
り
上
げ
た
若
侍
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。

其
ハ
其
ノ
玉
取
タ
リ
ト
云
フ
ト
モ
、
可
持
キ
様
ヲ
不
知
ネ
バ
、
和
主
ノ
為

ニ
ハ
益
不
有
ジ
。
我
レ
ハ
其
ノ
玉
被
取
ナ
バ
極
キ
損
ニ
テ
ナ
ム
可
有
キ
。

然
レ
バ
、
其
ノ
玉
返
シ
不
令
得
ズ
ハ
、
我
レ
、
和
主
ノ
為
ニ
永
ク
讐
ト
成

ラ
ム
。
和
シ
返
シ
令
得
タ
ラ
バ
、
我
レ
神
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
和
主
ニ
副
テ
守

ラ
ム
。

狐
霊
は
こ
の
男
に
付
き
添
い
そ
の
身
を
守
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
こ
の
狐
霊
が
悪
し
き
霊
的
存
在
と
は
認
識
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
登
場
し
て
い
る
狐
霊
は
「
善
き
憑
霊
」
を

も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
注
目
さ
れ
る
の
は
こ

の
狐
が
所
有
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
玉
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
狐
が
所
持
す

る
玉
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

「
物
託
ノ
女
」
は
「
白
キ
玉
の
小
柑
子
ナ
ド
ノ
程
ナ
ル
」
を
お
手
玉
の
よ
う

に
投
げ
上
げ
て
お
り
、
若
侍
は
こ
の
玉
を
奪
い
、
狐
は
こ
れ
を
返
す
よ
う
に
懇

願
し
て
い
る
。
当
然
こ
の
玉
は
狐
の
所
有
物
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

古
浄
瑠
璃
『
し
の
た
づ
ま
ま
つ
り
ぎ
つ
ね
付
あ
べ
ノ
清
明
出
生
』
に
お
い
て
、

(21)

母
狐
が
子
（
後
の
安
倍
晴
明
）
と
の
別
れ
に
際
し
て
形
見
の
品
を
渡
す
場
面
に

次
の
よ
う
に
あ
る
。

手
ず
か
ら
、
四
寸
四
方
の
、
黄
金
の
箱
を
取
り
出
だ
し
、
「
こ
の
箱
と
申
す

は
、
竜
宮
世
界
の
秘
符
な
り
。
こ
れ
を
悟
り
て
、
行
な
わ
ば
、
天
地
日
月
、

人
間
世
界
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
、
手
の
内
に
知
る
な
り
」
と
、
与
え
、
ま

た
水
晶
の
ご
と
く
な
る
、
輝
く
玉
を
取
り
出
だ
し
、
こ
の
玉
を
耳
に
当
て
、

聞
く
と
き
は
鳥
獣
の
鳴
く
声
、
手
に
取
る
ご
と
く
に
聞
き
知
り
、
さ
ま
ざ

ま
、
奇
特
こ
れ
多
し
。
今
は
は
や
こ
れ
ま
で
な
り
。
は
や
と
く
と
く
。

こ
こ
に
水
晶
の
如
く
輝
く
動
物
の
声
を
聞
き
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

玉
が
黄
金
の
箱
と
と
も
に
狐
の
有
す
る
呪
宝
と
し
て
登
場
し
て
く
る
が
、
こ
の

玉
は
『
今
昔
』
で
狐
が
有
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
玉
の
信
仰
を
継
承
す
る
狐

の
呪
宝
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
今
昔
』
で
は
、
こ
の
玉
を

「
若
キ
侍
ノ
男
」
が
奪
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
若
侍
に
対
し
て
狐
は
「
其
ノ
玉
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取
リ
タ
ル
ト
云
フ
ト
モ
、
可
持
キ
様
ヲ
不
知
ネ
バ
、
和
主
ノ
為
ニ
ハ
益
不
有

ジ
」
と
返
却
を
求
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
は
こ
の
玉
を
手
に
入

れ
て
も
、
こ
れ
を
持
ち
続
け
る
方
法
を
知
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
と

同
様
の
表
現
は
『
今
昔
』
巻
第
一
六
ー
「
仕
観
音
人
行
竜
宮
得
富
語
第
一
五
」

に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
話
は
観
音
に
深
く
帰
依
す
る
若
者
が
如
意
造
り

の
職
人
に
と
ら
え
ら
れ
た
小
蛇
（
そ
の
正
体
は
竜
王
の
娘
）
を
救
っ
た
お
礼
に

池
の
底
に
あ
る
竜
宮
に
案
内
さ
れ
、
帰
り
に
竜
王
か
ら
「
金
ノ
餅
」
を
も
ら
っ

て
帰
り
、
こ
れ
を
割
っ
て
生
涯
富
み
栄
え
た
と
い
う
話
で
あ
る
が
、
最
初
竜
王

は
若
者
に
如
意
宝
珠
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
「
如
意
ノ
珠
ヲ
モ
可
奉
ケ

レ
ド
モ
、
日
本
ハ
人
ノ
心
悪
シ
ク
シ
テ
、
持
チ
給
ハ
ム
事
難
シ
」
と
箱
に
入
っ

た
「
金
ノ
餅
」
を
割
っ
て
そ
の
半
分
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
お
礼
と

し
て
如
意
宝
珠
を
奉
り
た
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
持
ち
続
け
る
こ
と
は
む
ず

か
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
如
意
宝
珠
を
「
持
チ
給
ハ
ム
事
難
シ
」

と
し
て
い
る
。
す
る
と
先
の
巻
二
十
七
ー
四
十
の
狐
が
有
し
て
い
た
と
さ
れ
る

玉
と
は
こ
の
如
意
宝
珠
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
「
如
意
宝
珠
」
と
は
「
如
意
宝
」
、
「
如
意
珠
」
な
ど
と
も
称
さ
れ
、

「
一
切
の
願
い
が
自
分
の
意
の
如
く
か
な
う
と
い
う
不
思
議
な
宝
の
た
ま
の
意

で
、
民
衆
の
願
か
け
に
対
し
、
そ
れ
を
成
就
さ
せ
て
く
れ
る
仏
の
徳
の
象
徴
」

(22)

と
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
大
智
度
論
』
五
十
九
に
は
「
此
宝
珠
名
如
意
。

（
中
略
）
是
宝
常
能
出
一
切
宝
物
、
衣
服
飲
食
、
随
意
所
欲
、
尽
能
与
之
亦
能

除
諸
衰
悩
病
苦
等
。」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仏
典
に
登
場
す
る
如
意
宝
へ
の
信

仰
が
わ
が
国
に
お
い
て
も
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
十
一
世
紀
末
頃

に
成
立
し
た
『
狭
衣
物
語
』
巻
三
の
嵯
峨
院
で
の
法
華
八
講
の
場
面
に
、
「
露
は

(23)

重
げ
に
き
ら
き
ら
と
置
き
わ
た
し
た
る
は
、
如
意
宝
珠
と
い
ふ
玉
か
と
見
ゆ
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
庭
の
虫
の
声
に
孔
雀
・
鸚
鵡
・
迦
陵
頻
伽
の
声

を
重
ね
、
草
花
に
置
い
た
露
に
如
意
宝
珠
を
重
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

時
代
を
遡
る
と
、
東
寺
観
智
院
本
『
三
宝
絵
』
上
ー
四
精
進
波
羅
密
の
条
に
、

(24)

波
羅
奈
国
の
大
施
太
子
が
、
苦
難
の
旅
を
続
け
、
大
海
の
水
を
汲
み
干
そ
う
と

ま
で
し
て
如
意
珠
を
手
に
入
れ
た
と
い
う
本
生
譚
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ

に
「
我
レ
聞
ク
、
海
ミ
ノ
中
ニ
如
意
珠
有
ナ
リ
。
心
見
ニ
行
テ
求
ム
。
」
と
あ
る

の
で
あ
る
。
『
三
宝
絵
』
は
源
為
憲
が
永
観
二
年
（
九
八
四
）
冬
に
尊
子
内
親
王

に
奉
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
十
世
紀
末
ま
で
に
は
如
意
宝
珠
の
存
在
は

平
安
貴
族
社
会
に
お
い
て
広
く
知
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ

ら
に
「
海
ミ
ノ
中
ニ
如
意
珠
有
ナ
リ
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
如
意
宝
珠
は
海

中
に
存
在
す
る
と
、
当
時
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ

と
は
、
先
の
『
今
昔
』
巻
十
六
ー
十
五
で
竜
宮
の
竜
王
が
如
意
珠
を
所
持
し
て

い
る
と
伝
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
ま
た
、『
百
錬
抄
』
延
久
三
年

(25)

（
一
〇
七
一
）
十
月
二
十
六
日
条
に
「
今
日
有
夢
想
。
主
上
臨
幸
宇
治
、
前
相

国
被
献
如
意
宝
珠
、
其
形
如
鶏
卵
。
頗
大
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
如
意
宝
珠
が
実

在
す
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、『
宝
物
集
』
巻
第
一
の
「
抑
人
の
爲
に
は
、
何
か
第
一
の
宝
に
て
は
侍

(26)

る
」
と
い
う
宝
物
論
の
部
分
に
玉
こ
そ
が
宝
だ
と
し
て
、「
隠
蓑
」
や
「
打
出
の

小
槌
」
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
宝
と
と
も
に
、
先
の
『
三
宝
絵
』
に
も
登
場
し
た

太
施
太
子
が
竜
宮
城
で
手
に
入
れ
た
と
い
う
「
如
意
宝
珠
」
を
あ
げ
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

花
厳
経
に
は
、
「
一
切
の
宝
の
中
に
如
意
宝
珠
勝
れ
た
り
」
と
と
き
、
妙
楽
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大
師
は
、
「
如
意
珠
天
上
勝
宝
」
と
は
釈
し
給
ふ
也
。
如
意
珠
な
ん
ど
を
え

て
ん
に
は
、
五
穀
七
宝
、
い
づ
れ
か
と
も
し
き
は
あ
ら
ん
。

そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

如
意
珠
・
摩
尼
珠
な
ど
云
玉
を
得
ん
事
、
難
く
侍
べ
し
。
た
と
ひ
え
た
り

と
い
ふ
と
も
、
み
が
く
様
も
し
ら
ず
、
行
な
ふ
や
う
を
も
し
ら
ず
。
「
み
が

か
ざ
れ
ば
、
石
瓦
の
ご
と
し
。
行
は
ざ
れ
ば
、
土
砂
に
似
た
り
。
」
な
ど
申

て
侍
め
れ
ば
、
無
益
に
ぞ
侍
べ
き
。

こ
の
よ
う
に
、
如
意
珠
は
手
に
入
れ
る
こ
と
が
難
し
い
だ
け
で
は
な
く
、
た

と
え
手
に
入
れ
て
も
そ
れ
だ
け
で
は
役
に
は
た
た
な
い
宝
と
さ
れ
、
さ
ら
に

「
を
の
づ
か
ら
え
た
り
と
云
共
、
た
も
つ
事
有
り
難
く
侍
べ
し
」
と
『
今
昔
』

と
同
様
の
表
現
を
し
て
い
る
。
『
宝
物
集
』
は
平
康
頼
作
で
こ
こ
に
引
用
し
た
本

文
は
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
以
前
に
は
完
成
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
七
巻

本
系
の
本
文
で
あ
り
、
『
今
昔
』
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
成
立
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

(27)

こ
の
よ
う
な
表
現
は
「
如
意
宝
珠
」
の
性
格
を
描
く
際
の
こ
の
時
代
に
お
け
る

常
套
句
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
先
の
狐
霊
が
所
有
し
て

い
る
と
信
じ
ら
れ
た
玉
は
、
一
切
の
願
い
を
か
な
え
る
と
さ
れ
た
如
意
宝
珠
に

類
す
る
呪
宝
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
に
は
保
ち
が
た
い
如

意
宝
珠
も
狐
霊
は
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
狐
霊
の
有
す

る
呪
力
の
源
に
は
こ
の
よ
う
な
呪
宝
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

当
然
そ
の
呪
力
と
は
人
間
に
福
徳
を
も
た
ら
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
狐
霊
の
な
か
に
は
人
間
に
病
や
死
を
も
た
ら
す
「
悪
し
き
憑

霊
」
の
主
体
と
な
る
も
の
の
対
局
に
、
人
間
に
福
徳
な
ど
を
も
た
ら
す
と
認
識

さ
れ
て
い
た
「
善
き
憑
霊
」
の
主
体
と
な
る
も
の
が
す
で
に
こ
の
時
代
に
は
存

在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
の
話
で
は
狐
霊
は
若
侍
に
対
し
、
も
し
玉
を
返
し
て
く
れ
た

ら
「
我
レ
、
神
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
和
主
ニ
副
テ
守
ラ
ム
」
と
語
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
狐
霊
は
ず
っ
と
人
間
に
付
き
添
っ
て
こ
れ
を
守
護
す
る
と
誓
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
こ
の
狐
霊
は
人
間
に
憑
着
し
こ
れ
を
守
護
す
る
と
言
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
当
然
こ
れ
は
「
善
き
憑
霊
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
結
局
、

こ
う
し
て
若
侍
は
玉
を
返
し
、
狐
霊
は
験
者
に
追
わ
れ
て
去
っ
た
。
後
日
、
こ

の
若
侍
は
太
秦
参
詣
の
帰
り
に
盗
賊
の
難
か
ら
狐
霊
に
救
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

な
ぜ
こ
こ
で
わ
ざ
わ
ざ
「
太
秦
ニ
参
テ
返
ケ
ル
ニ
」
と
太
秦
を
舞
台
と
し
て
い

る
の
か
に
つ
い
て
は
後
に
考
え
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
狐
霊
が
「
此
レ
ニ

非
ズ
、
此
様
ノ
ニ
シ
ツ
ヽ
常
ニ
此
ノ
男
ニ
副
テ
、
多
ク
助
カ
ル
事
共
ゾ
有
ケ

ル
」
と
、
こ
の
後
も
若
侍
に
憑
着
し
守
護
し
続
け
た
と
伝
え
て
い
る
点
に
注
目

し
た
い
。
狐
霊
は
こ
の
若
侍
に
財
宝
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の

身
を
守
護
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
こ
と
は
「
善
き
憑
霊
」
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
よ
り
、
狐
霊
が
如
意
宝
珠
の
類
の
呪
宝
を
有
し
て
い
る
と
い
う
信
仰
が
、

後
に
狐
霊
に
憑
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
富
や
財
産
を
手
に
入
れ
る
と
す
る
憑
き
物

信
仰
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

よ
う
に
『
今
昔
』
の
時
代
か
ら
す
で
に
「
悪
し
き
憑
霊
」
を
も
た
ら
す
狐
霊
と

「
善
き
憑
霊
」
を
も
た
ら
す
狐
霊
と
い
う
相
反
す
る
狐
霊
へ
の
信
仰
が
共
存
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
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四
、
『
今
昔
』
巻
二
十
六
ー
十
七
に
み
る
狐
霊
信
仰

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
本
話
で
、
若
侍
は
「
我
レ
送
レ
」
と
狐
霊
を
道
案
内

と
し
て
使
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
若
侍
は
後
の
飯
綱
使
い
の
よ
う
に

自
ら
の
意
志
で
狐
霊
を
使
役
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
狐
霊
を
使
役

し
う
る
と
い
う
信
仰
を
示
す
説
話
と
し
て
『
今
昔
』
巻
第
二
十
六
「
利
仁
将
軍

若
時
、
従
京
敦
賀
将
行
五
位
語
第
十
七
」
が
あ
る
。
本
話
は
芥
川
龍
之
介
の
小

説
「
芋
粥
」
の
題
材
と
も
な
っ
た
説
話
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
藤
原
利

仁
が
若
い
頃
、
芋
粥
好
き
の
五
位
を
都
か
ら
敦
賀
の
家
に
ま
で
連
れ
て
行
き
歓

待
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
そ
の
梗
概
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

利
仁
が
敦
賀
へ
向
か
う
途
中
、
「
三
津
ノ
浜
」
（
大
津
市
下
坂
本
周
辺
）
に

着
い
た
と
こ
ろ
狐
が
一
匹
走
り
出
て
き
た
。
利
仁
は
こ
の
狐
を
見
て
「
吉

使
出
来
ニ
タ
リ
」
と
こ
れ
を
捕
ら
え
、
客
を
連
れ
て
い
く
か
ら
迎
え
を
寄

越
す
よ
う
に
家
の
者
に
伝
え
る
よ
う
、「
何
時
狐
、
只
試
ヨ
。
狐
ハ
変
化
有

者
ナ
レ
バ
、
必
ず
今
日
ノ
内
ニ
行
着
テ
イ
ヘ
」
と
命
じ
て
放
し
た
。
そ
の

夜
、
敦
賀
の
利
仁
の
奥
方
が
胸
の
痛
み
を
訴
え
、
そ
の
口
か
ら
狐
の
言
葉

が
伝
え
ら
れ
、
そ
の
後
奥
方
は
も
と
に
も
ど
っ
た
。
つ
ま
り
狐
が
奥
方
に

憑
入
し
、
利
仁
の
伝
言
を
伝
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
狐
が
奥
方
に
胸
の
痛
み
を
も
た
ら
し
た
り
憑
入
し
た
り
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
当
然
こ
の
狐
は
霊
的
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ

し
て
こ
の
よ
う
な
体
に
変
調
を
も
た
ら
す
憑
霊
は
通
常
で
あ
れ
ば
「
悪
し
き
憑

霊
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
利
仁
は
こ
の
狐
霊
を
使
役
し
敦
賀
に
ま

で
伝
言
を
伝
え
さ
せ
た
た
め
、
狐
霊
は
奥
方
に
憑
入
し
そ
の
役
目
を
果
た
し
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
は
「
善
き
憑
霊
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
な
ぜ
利
仁
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
明

確
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
『
二
中
歴
』
一
能
歴
・
武
者
の
項
に
利
仁
の
名
が

(28)

み
ら
れ
、『
義
経
記
』
巻
第
一
冒
頭
に
「
本
庁
の
む
か
し
を
た
づ
ぬ
れ
ば
、
田
村
、

(29)

利
仁
、
将
門
、
純
友
、
保
昌
、
（
中
略
）
は
武
勇
と
い
へ
ど
も
名
を
の
み
聞
き
て

目
に
は
見
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
早
く
か
ら
武
勇
に
優
れ
た
武
人
と
し
て
利
仁
は

伝
説
化
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
「
利
仁
将
軍
モ
糸
只
人
ニ
ハ
非
ズ
ト
ナ
ム
思

ユ
ル
」
（
『
今
昔
』
巻
第
十
四
ー
第
四
十
五
）
と
当
時
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

そ
の
背
景
に
あ
っ
た
と
も
推
測
で
き
る
。
人
間
離
れ
し
た
武
勇
の
持
ち
主
で
あ

る
利
仁
で
あ
る
な
ら
ば
霊
力
優
れ
た
狐
霊
を
も
自
在
に
使
役
で
き
る
と
み
な
さ

れ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
今
昔
』
二
十
六
ー
十
七
を
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、
こ
の

説
話
は
敦
賀
の
一
地
方
豪
族
が
有
す
る
富
裕
な
経
済
力
へ
の
驚
き
が
そ
の
テ
ー

マ
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
、
『
今
昔
』
編
者
の
関
心
も
そ
こ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
経
済
力
の
背
景
に
狐
霊
へ
の
信
仰
を
か
い
ま
み
て
い
る

の
で
あ
る
。
彼
ら
は
狐
霊
の
力
を
借
り
る
こ
と
に
よ
っ
て
富
豪
と
な
っ
た
と
認

識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
狐
霊
を
自

在
に
使
役
し
た
利
仁
は
、『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
そ
の
母
は
越
前
の
国
人
秦
豊

国
の
女
で
あ
り
、
彼
は
越
前
秦
氏
の
流
れ
を
ひ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
秦
氏

は
越
前
敦
賀
や
若
狭
を
中
心
に
北
陸
地
方
に
広
く
分
布
し
て
い
る
。

さ
て
、
秦
氏
は
莫
大
な
富
を
蓄
積
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
背
景
に
は
、

田
中
久
夫
氏
が
指
摘
し
て
い
る
秦
氏
と
黄
金
を
は
じ
め
と
す
る
鉱
山
と
の
深
い
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結
び
つ
き
が
あ
っ
た
。
後
述
す
る
「
餅
の
的
」
伝
承
も
そ
の
財
力
を
象
徴
す
る

(30)

伝
承
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
秦
氏
の
財
力
を
も
た
ら
し
た
源
泉
の
一
つ
と
し
て
、

狐
霊
の
助
力
が
あ
っ
た
と
す
る
信
仰
も
存
在
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
先
に

分
析
し
た
『
今
昔
』
二
十
七
ー
四
十
に
お
い
て
、
若
侍
が
狐
に
助
け
ら
れ
た
の

も
秦
河
勝
創
建
と
伝
え
る
太
秦
広
隆
寺
に
参
詣
し
た
帰
り
と
さ
れ
て
い
た
。
そ

し
て
こ
の
狐
は
人
々
に
福
徳
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
如
意
宝
珠
を
有
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
話
は
秦
氏
が
狐
霊
信
仰
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
最
後
に
別
の
角
度
か
ら
秦
氏
と
狐
霊
信
仰

の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

五
、
秦
氏
と
狐
霊
信
仰

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
植
野
加
代
子
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
秦

氏
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
各
地
に
展
開
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
妙
見
信
仰
と

(31)

狐
霊
信
仰
と
の
関
係
で
あ
る
。

近
畿
地
方
で
は
、
狐
や
狸
な
ど
の
動
物
霊
が
憑
く
と
能
勢
（
大
阪
府
豊
能
郡

能
勢
町
）
の
妙
見
で
落
と
し
て
も
ら
う
と
い
う
伝
承
を
聞
く
こ
と
が
多
い
。
た

と
え
ば
、
大
阪
狭
山
市
で
は
狸
が
憑
く
と
異
常
に
た
く
さ
ん
食
べ
る
よ
う
に
な

る
と
い
い
、
同
市
今
熊
で
は
、
「
昔
、
あ
る
女
性
に
狸
が
憑
き
、
こ
の
狸
を
抜
い

て
も
ら
う
た
め
に
能
勢
の
妙
見
さ
ん
（
豊
能
郡
能
勢
町
）
に
あ
ず
け
た
こ
と
が

あ
る
」
と
い
う
。
植
野
加
代
子
氏
は
妙
見
菩
薩
を
祀
る
能
勢
に
は
秦
氏
の
土
地

(32)

が
あ
る
な
ど
両
者
は
深
い
関
係
に
あ
り
、
さ
ら
に
は
能
勢
氏
の
祖
で
あ
る
源
満

仲
と
秦
氏
と
が
関
係
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

(33)

正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
和
漢
三
才
図
会
』
巻
三
十
八
獣
類

(34)

の
「
狐
」
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

狐
に
花
山
家
、
能
勢
家
の
二
派
有
り
。
相
伝
へ
て
云
ふ
、
往
昔
狐
狩
り
有

り
し
と
き
、
老
狐
将
に
捕
へ
ら
れ
ん
と
す
。
急
に
逃
げ
て
花
山
殿
の
乗
輿

の
中
に
隠
れ
て
赦
を
乞
ひ
、
遂
に
免
が
る
る
こ
と
を
得
。
能
勢
の
何
某
も

亦
た
時
異
な
る
と
雖
も
、
死
を
助
け
た
る
の
趣
き
相
同
じ
。
共
に
狐
誓
ひ

て
曰
く
、
子
孫
に
至
り
て
永
く
宜
し
く
厚
恩
を
謝
す
べ
き
な
り
。
此
自
り

し
て
、
今
に
狐
魅
の
人
有
る
と
き
は
、
則
ち
二
家
の
符
を
以
つ
て
閨
の
傍

に
置
け
ば
、
乃
ち
魅
去
り
て
平
兪
す
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
能
勢
家
は
狐
憑
き
を
落
と
す
呪
符
を
出
し
て
い
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
事
実
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
東
都
歳
時
記

』
の
二
月
初
午
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

(35)

○
鐵
炮
洲
、
和
泉
橋
通
、
兩
所
能
勢
家
鎮
守
稲
荷
社
に
て
黒
札
と
稱
し
、

狐
惑
を
避
る
札
を
出
さ
る
。

こ
の
よ
う
に
能
勢
家
は
「
黒
札
」
と
称
さ
れ
る
呪
符
を
出
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
豊
嶋
泰
國
氏
に
よ
れ
ば
、
豊
能
郡
能
勢
か
ら
江
戸
（
現
在
の
墨
田
区
本
所

四
丁
目
に
あ
る
妙
見
山
別
院
）
に
移
り
住
ん
だ
能
勢
氏
は
憑
き
物
を
落
と
す
妙

験
が
あ
る
と
さ
れ
る
能
勢
の
黒
札
を
出
す
と
と
も
に
、
人
体
の
特
定
の
ツ
ボ
に

灸
を
据
え
る
と
い
う
「
焼
き
落
と
し
の
法
」
と
い
う
修
法
を
行
な
っ
て
い
た
と

い
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
信
仰
は
能
勢
妙
見
堂
が
日
蓮
宗
の
僧
日
乾
に
よ

(36)

っ
て
中
興
さ
れ
て
か
ら
後
に
創
出
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
が
、
妙
見
信

仰
と
狐
と
の
関
係
は
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
『
和
漢
三

才
図
会
』「
狐
」
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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狐
百
歳
に
至
れ
ば
北
斗
を
礼
し
変
じ
て
男
婦
と
為
り
、
以
つ
て
人
を
惑
は

す
。

狐
は
北
斗
星
を
拝
礼
し
化
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
中
国
晩
唐
の
『
酉
陽

雑
俎
』
に
す
で
に
次
の
よ
う
な
よ
く
知
ら
れ
た
記
事
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の

(37)

で
あ
る
。

将
怪
為
必
載
髑
髏
拝
北
斗

髑
髏
不
墜
則
化
為
人
矣

や
は
り
狐
が
化
け
る
時
に
は
北
斗
を
拝
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
狐
が
化
け
る

時
に
北
斗
を
拝
す
と
い
う
伝
承
は
、
田
中
久
夫
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

『
建
内
記
』
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
二
月
七
日
条
に
「
狐
者
拝
北
斗
如
此
変

(38)

化
歟
」
と
い
う
記
事
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
同
二
月
二
十
二
日
条
に
は
先
述
し

た
『
酉
陽
雑
俎
』
の
記
事
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
秦
氏
が
信
仰
す

(39)

る
妙
見
菩
薩
に
対
す
る
信
仰
と
狐
霊
信
仰
と
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
秦
氏
と
狐
霊
信
仰
と
の
関
係
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

最
後
に
秦
氏
と
狐
霊
信
仰
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
重
要
な
稲
荷
社

と
秦
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
少
し
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
秦
氏
と
稲
荷
社
と
の
関

係
を
伝
え
る
伝
承
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
餅
の
的
」

伝
承
を
伝
え
る
「
山
城
国
風
土
記
逸
文
」
伊
奈
利
社
の
条
の
次
の
記
事
で
あ
ろ

(40)

う
。

風
土
記
に
曰
は
く
、
伊
奈
利
と
称
ふ
は
、
秦
中
家
忌
寸
等
が
遠
つ
祖
、
伊

侶
具
の
秦
公
、
稲
梁
を
積
み
て
富
み
裕
ひ
き
。
乃
ち
、
餅
を
用
ち
て
的
と

為
し
し
か
ば
、
白
き
鳥
と
化
成
り
て
飛
び
翔
り
て
山
の
峯
に
居
り
、
伊
禰

奈
利
生
ひ
き
。
遂
に
社
の
名
と
為
し
き
。
其
の
苗
裔
に
至
り
、
先
の
過
を

悔
い
て
、
社
の
木
を
抜
じ
て
、
家
に
植
ゑ
て
祷
み
祭
り
き
。
今
、
其
の
木

を
植
ゑ
て
蘇
き
ば
福
を
得
、
其
の
木
を
植
ゑ
て
枯
れ
ば
福
あ
ら
ず
。

さ
ら
に
「
山
城
国
風
土
記
逸
文
」
鳥
部
里
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

山
城
の
国
の
風
土
記
に
云
は
く
、
南
鳥
部
里
。
鳥
部
と
称
ふ
は
、
秦
公
伊

呂
具
が
的
の
餅
、
鳥
と
化
り
て
、
飛
び
去
き
居
り
き
。
其
の
所
の
森
を
鳥

部
と
云
ふ
。

こ
の
「
餅
の
的
」
伝
承
は
「
長
者
が
お
ご
っ
て
、
餅
で
的
を
作
っ
た
と
こ
ろ
、

的
が
白
鳥
と
な
っ
て
飛
び
去
り
長
者
は
没
落
し
た
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
長
者
没

落
譚
と
し
て
理
解
さ
れ
、
白
鳥
は
穀
霊
の
象
徴
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に

『
豊
後
国
風
土
記
』
国
崎
郡
の
田
野
条
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

昔
者
、
郡
内
の
百
姓
、
此
の
野
に
居
り
て
、
多
く
水
田
を
開
き
し
に
、
糧

に
余
り
て
、
畦
に
留
め
き
。
大
き
に
奢
り
、
已
に
富
み
て
、
餅
を
作
ち
て

的
と
為
し
き
。
時
に
、
餅
、
白
き
鳥
と
化
り
て
、
発
ち
て
南
に
飛
び
き
。

当
年
の
間
に
、
百
姓
死
に
絶
え
て
、
水
田
を
造
ら
ず
、
遂
に
荒
れ
廃
て
た

り
き
。
時
よ
り
以
降
、
水
田
に
宜
し
か
ら
ず
。
今
、
田
野
と
い
ふ
。

ま
た
『
筑
紫
国
風
土
記
』
の
逸
文
と
考
え
ら
れ
る
記
事
に
、
「
大
分
ノ
郡
ニ
ス

ム
人
」
の
話
と
し
て
「
餅
の
的
」
の
伝
承
を
伝
え
て
お
り
、
や
は
り
そ
こ
に
は

次
の
よ
う
に
あ
る
。

酒
ノ
ミ
ア
ソ
ビ
ケ
ル
ニ
、
ト
リ
ア
ヘ
ズ
弓
ヲ
イ
ケ
ル
ニ
、
マ
ト
ノ
ナ
カ
リ

ケ
ル
ニ
ヤ
、
餅
ヲ
ク
ヽ
リ
テ
、
的
ニ
シ
テ
イ
ケ
ル
ホ
ド
ニ
、
ソ
ノ
餅
、
白

キ
鳥
ニ
ナ
リ
テ
ト
ビ
サ
リ
ニ
ケ
リ
。
ソ
レ
ヨ
リ
後
、
次
第
に
オ
ト
ロ
ヘ
テ
、

マ
ド
ヒ
ウ
セ
ニ
ケ
リ
。
ア
ト
ハ
ム
ナ
シ
キ
野
ニ
ナ
リ
タ
リ
ケ
ル

こ
の
よ
う
な
伝
承
を
ふ
ま
え
て
成
立
し
た
で
あ
ろ
う
先
の
伊
奈
利
社
の
伝
承

で
は
い
わ
ゆ
る
没
落
譚
に
あ
た
る
部
分
の
伝
承
が
欠
如
し
て
い
る
。
わ
ず
か
に
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「
先
の
過
を
悔
い
て
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
た
だ
、
鳥
部
里
条
の
記
事
が
豊

か
で
あ
っ
た
土
地
が
荒
れ
て
し
ま
い
耕
作
に
適
さ
な
く
な
っ
た
と
い
う
伝
承
を

伝
え
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
鳥
部
は
後
に
葬
送
の
地
と
な
っ
た
鳥

辺
野
に
比
定
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
伊
奈
利
社
の
伝
承
は
秦
氏
の
富
裕
を
伝
え
る
と
こ
ろ
に
力

点
が
置
か
れ
、
さ
ら
に
は
秦
氏
が
稲
荷
社
を
奉
斎
す
る
こ
と
の
起
源
説
話
と
い

う
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
稲
荷
社
が
人
々
に
「
福
」
を
も
た
ら
す
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
狐
霊
は
登
場
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
秦
氏
の
富
裕

と
稲
荷
社
と
の
関
係
を
伝
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
こ
へ
秦
氏
が
有

し
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
狐
霊
信
仰
が
入
り
込
み
、
後
に
稲
荷
社
と
狐
霊

と
が
結
合
す
る
基
盤
が
で
き
あ
が
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い

(41)

て
は
、
ま
た
稿
を
改
め
て
考
え
た
い
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
狐
霊
を
主
体
と
す
る
憑
霊
信
仰
は
人
間
に
と
っ
て

「
善
き
表
霊
」
と
「
悪
し
き
表
霊
」
と
い
う
両
面
を
示
し
な
が
ら
、
神
祇
の
世

界
で
は
稲
荷
信
仰
、
仏
教
世
界
に
お
い
て
は
東
密
の
信
仰
を
中
心
に
平
安
末
期

(42)

以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
と
習
合
し
変
容
・
展
開
を
遂
げ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、

そ
の
源
流
の
一
つ
と
し
て
秦
氏
の
信
仰
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

［
註
］

⑴

酒
向
伸
行
『
憑
霊
信
仰
の
歴
史
と
民
俗
』
（
岩
田
書
院
、
二
〇
一
三
年
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑵

狐
に
化
か
さ
れ
た
と
い
う
狐
話
が
本
来
は
狐
霊
の
憑
依
譚
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
拙
稿
「
狐
話
の
生
成
と
憑
霊
信
仰
ー
近
畿

地
方
の
事
例
を
中
心
に
ー
」
（
『
御
影
史
学
論
集
』
三
十
三
、
御
影
史
学
研

究
会
、
二
〇
〇
八
年
十
月
・
後
に
前
掲
⑴
に
収
録
し
た
）
で
論
じ
て
い
る

の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

⑶

松
谷
み
よ
子
編
『
狐
を
め
ぐ
る
世
間
話
』（
青
弓
社
、
一
九
九
三
年
）
一

〇
一
～
一
〇
二
頁
。

⑷

こ
こ
で
は
『
今
昔
』
の
本
文
は
す
べ
て
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
拠

っ
た
。

⑸

少
し
後
の
話
に
な
る
が
、『
沙
石
集
』
に
も
春
日
野
に
僧
の
墜
ち
る
地
獄

が
存
在
す
る
と
い
う
伝
承
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
巻
第
一
ー
「
和
光
ノ

御
利
益
甚
深
ナ
ル
事
」
は
地
獄
に
墜
ち
た
者
を
地
蔵
菩
薩
や
春
日
大
明
神

が
救
う
と
い
う
内
容
の
説
話
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
に
南
都
の
障
円
と
い
う

僧
が
魔
道
に
落
ち
て
、
あ
る
女
性
に
憑
入
し
て
語
っ
た
言
葉
に
「
我
大
明

神
ノ
御
方
便
ノ
忌
敷
キ
事
聊
モ
値
遇
シ
奉
ル
人
ヲ
バ
、
イ
カ
ナ
ル
罪
ナ
レ

ド
モ
、
他
方
ノ
地
獄
ヘ
ハ
ツ
カ
ハ
サ
ズ
シ
テ
、
春
日
野
ノ
下
ニ
地
獄
ヲ
構

テ
取
入
ツ
ヽ
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
春
日
野
の
下
に
僧
の
墜
ち
る
地
獄

が
存
在
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
同
書
巻
第

五
本
ー
六
「
学
生
の
魔
道
に
墜
ち
た
る
事
」
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る

（
本
話
は
米
沢
本
を
底
本
と
す
る
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
拠
っ

た
。
本
話
は
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
本
が
底
本
と
す
る
梵
舜
本
に
は
み

る
こ
と
が
で
き
な
い
）
。

南
都
の
あ
る
学
生
が
亡
く
な
っ
た
後
、
そ
の
弟
子
が
、
あ
る
時
、
「
春

日
の
御
社
」
へ
参
詣
す
る
途
中
の
道
で
そ
の
師
の
学
生
に
出
会
っ
た
。
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師
は
「
御
房
の
、
法
師
が
生
所
を
ゆ
か
し
く
思
は
る
る
、
時
に
見
せ

申
さ
ん
。
い
ざ
給
へ
」
と
言
わ
れ
春
日
山
に
入
っ
た
。
す
る
と
「
興

福
寺
の
如
く
な
る
寺
」
が
あ
り
、
そ
こ
で
獄
卒
が
銅
の
湯
を
僧
等
に

飲
ま
せ
る
様
を
見
せ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
も
春
日
山
の
奥
に
僧
の
墜
ち
る
地
獄
が
存
在
す
る
と
伝
え
て
い

る
の
で
あ
る
。

⑹

こ
こ
で
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
拠
っ
た
。

⑺

新
福
尚
武
「
山
陰
地
方
の
狐
憑
き
に
つ
い
て
」
（
『
精
神
医
学
』
一
巻
二

号
、
医
学
書
院
、
一
九
四
九
年
二
月
）。

⑻

後
藤
忠
大
「
群
馬
の
憑
き
も
の
ー
オ
サ
キ
伝
承
を
中
心
に
し
て
ー
」

（
『
群
馬
の
憑
き
も
の
』
、
一
九
八
六
年
、
私
家
版
）
。

⑼

小
松
和
彦
氏
は
す
で
に
、
憑
霊
現
象
を
「
憑
か
れ
る
も
の
に
と
っ
て
好

ま
し
い
結
果
を
も
た
ら
す
と
判
断
さ
れ
る
憑
霊
」
と
「
好
ま
し
く
な
い
結

果
を
も
た
ら
す
と
判
断
さ
れ
る
憑
霊
」
の
二
つ
の
タ
イ
プ
に
大
別
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
前
者
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
憑
霊
と
は
、
従
来
、
「
巫
覡
信

仰
」
や
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
範
疇
で
研
究
さ
れ
て
き
た
信
仰
で

あ
る
と
し
、
後
者
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
憑
霊
と
し
て
「
憑
き
物
」
に
代
表

さ
れ
る
悪
霊
憑
き
の
信
仰
を
想
定
し
て
い
る
（
小
松
和
彦
「
憑
霊
信
仰
研

究
の
回
顧
と
展
望
」
〈
小
松
和
彦
編
『
民
衆
宗
教
史
叢
書

三
十
憑
霊
信

仰
』
、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
二
年
〉
三
七
六
頁
）
。
し
か
し
、
本
稿
で
も

論
じ
て
い
る
よ
う
に
狐
霊
信
仰
に
代
表
さ
れ
る
「
憑
き
物
信
仰
」
が
小
松

氏
の
い
う
二
つ
の
性
格
を
と
も
に
有
す
る
憑
霊
現
象
で
あ
る
こ
と
に
注
意

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑽

「
人
狐
・
狐
憑
き
・
狐
持
ち
の
実
態
」､

『
出
雲
民
俗
』
八
、
出
雲
民
俗

の
会
、
一
九
四
九
年
）
。

⑾

憑
き
物
筋
の
家
の
発
生
の
背
景
に
は
富
裕
農
家
に
対
す
る
怨
み
や
嫉
み

が
あ
り
、
江
戸
中
期
の
元
禄
・
亨
保
以
降
に
成
立
し
た
と
み
な
す
の
が
一

般
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
吉
田
禎
吾
『
日
本
の
憑
き
物
社
会
人
類
学
的
考

察
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

⑿

柳
田
國
男
『
遠
野
物
語
拾
遺
』（
新
潮
社
、
一
九
七
六
年
）
二
〇
一
。

⒀

飯
綱
使
い
の
霊
力
は
あ
る
程
度
の
時
間
が
過
ぎ
る
と
失
わ
れ
る
も
の
と

信
じ
ら
れ
て
お
り
、
佐
藤
憲
昭
氏
の
報
告
に
登
場
す
る
飯
綱
使
い
も
「
二

年
ほ
ど
経
過
す
る
と
ま
っ
た
く
当
た
ら
な
く
な
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る

（
佐
藤
憲
昭
「
『
イ
ズ
ナ
』
と
『
イ
ズ
ナ
使
い
』
―
Ｋ
市
に
お
け
る
呪
術
‐

宗
教
的
職
能
者
の
事
例
か
ら
―
」、
宗
教
社
会
学
研
究
会
編
『
宗
教
の
意
味

世
界
』
、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
〇
年
、
所
収
）
。

⒁

近
畿
地
方
で
は
、
こ
の
よ
う
に
イ
ナ
リ
サ
ゲ
（
イ
ナ
リ
オ
ロ
シ
）
な
ど

と
称
さ
れ
る
霊
的
職
能
者
が
自
ら
に
、
あ
る
い
は
ダ
イ
な
ど
と
称
さ
れ
る

依
座
に
稲
荷
神
、
あ
る
い
は
狐
や
狸
な
ど
の
動
物
霊
を
憑
入
さ
せ
卜
占
を

行
な
っ
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
前
掲
⑵
酒
向
伸
行
「
狐
話
の
生
成
と
憑
霊

信
仰
ー
近
畿
地
方
の
事
例
を
中
心
に
ー
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⒂

『
民
俗
採
訪
』
昭
和
三
九
年
度
（
国
学
院
大
学
民
俗
研
究
会
、
一
九
五

四
年
）
。

⒃

田
中
久
夫
「
藤
森
社
と
キ
ツ
ネ
と
稲
荷
社
」
（
『
久
里
』
二
十
四
、
神
戸

女
子
民
俗
学
会
、
二
〇
〇
九
年
六
月
・
後
に
『
皇
后
・
女
帝
と
神
仏

田

中
久
夫
歴
史
民
俗
学
論
集
一
』
〈
岩
田
書
院
、
二
〇
一
二
年
〉
に
収
録
さ
れ
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た
）。

⒄

『
今
昔
』
に
登
場
す
る
狐
関
連
の
説
話
、
お
よ
び
古
代
の
狐
霊
信
仰
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
酒
向
伸
行
「
憑
依
す
る
狐
ー
平
安
朝
の
事
例
を
中
心

と
し
て
ー
」
（
『
御
影
史
学
論
集
』
二
六
、
御
影
史
学
研
究
会
、
二
〇
〇
一

年
十
月
・
後
に
前
掲
⑴
に
収
録
し
た
）
に
お
い
て
、
憑
霊
信
仰
と
の
関
係

で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

⒅

こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
酒
向
伸
行
「
疫
神
信
仰
の
成
立
ー
八
、

九
世
紀
に
お
け
る
霊
的
世
界
観
ー
」
（
鳥
越
憲
三
郎
博
士
古
希
記
念
会
編

『
村
構
造
と
他
界
観
』
、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
六
年
・
後
に
前
掲
⑴
に
収

録
し
た
）
で
論
じ
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

⒆

前
掲
⒄
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⒇

染
殿
后
治
病
譚
の
変
容
過
程
に
つ
い
て
は
、
酒
向
伸
行
「
染
殿
后
治
病

譚
の
変
容
ー
平
安
前
期
に
お
け
る
治
病
儀
法
を
中
心
に
ー
」
（
『
説
話
・
伝

承
学
』
一
一
、
説
話
・
伝
承
学
会
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）
を
参
照
さ
れ
た

い
。こ

こ
で
は
『
説
経
節
』（
平
凡
社
、
一
九
七
三
年
）
に
拠
っ
た
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）。

こ
こ
で
は
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
拠
っ
た
。

こ
こ
で
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
拠
っ
た
。

こ
こ
で
は
国
史
大
系
本
に
よ
っ
た
。

こ
こ
で
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
拠
っ
た
。

七
巻
本
の
成
立
に
関
し
て
は
前
掲

の
山
田
昭
全
氏
の
解
説
を
参
照
し

た
。

こ
こ
で
は
史
籍
集
覧
本
に
拠
っ
た
。

こ
こ
で
は
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
拠
っ
た
。

田
中
久
夫
『
金
銀
島
日
本
』
（
弘
文
堂
、
一
九
八
八
年
）
、
お
よ
び
田
中

久
夫
「
秦
河
勝
と
播
磨
の
坂
越
」
（
『
御
影
史
学
論
集
』
一
九
、
御
影
史
学

研
究
会
、
一
九
九
四
年
十
月
・
後
に
田
中
久
夫
『
金
銀
銅
鉄
伝
承
と
歴
史

の
道
』
〈
岩
田
書
院
、
一
九
九
六
年
〉
に
収
録
さ
れ
た
）
参
照
。

植
野
加
代
子
『
秦
氏
と
妙
見
信
仰
』
（
岩
田
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）。

『
大
阪
狭
山
市
史
』
九
民
俗
編
（
大
阪
狭
山
市
、
一
九
九
七
年
）
、
六
七

九
頁
。

植
野
加
代
子
「
能
勢
妙
見
と
秦
氏
ー
猪
名
川
の
水
上
交
通
と
の
関
わ
り

の
中
で
ー
」
（
『
久
里
』
一
〇
、
神
戸
女
子
民
俗
学
会
、
二
〇
〇
一
年
四

月
・
後
に
前
掲

に
収
録
さ
れ
た
）
。

『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
二
十
八
（
三
一
書
房
、
一
九
八
〇
年
）。

『
東
都
歳
時
記
』
一
（
平
凡
社
、
一
九
七
〇
年
）
。

豊
嶋
泰
國
『
図
説
憑
物
呪
法
全
書
』
（
二
〇
〇
二
年
、
原
書
房
）
。

『
太
平
広
記
』
四
五
四
。

こ
こ
で
は
大
日
本
古
記
録
本
に
拠
っ
た
。

前
掲
⒃
。

こ
こ
で
は
『
風
土
記
』
お
よ
び
風
土
記
逸
文
の
本
文
は
す
べ
て
日
本
古

典
文
学
全
集
本
に
拠
っ
た
。

田
中
久
夫
氏
は
前
掲
⒃
に
お
い
て
、
稲
荷
社
の
キ
ツ
ネ
の
信
仰
は
後
に

入
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
し
、「
稲
荷
の
キ
ツ
ネ
を
い
い
出
し
た
の
は
キ

ツ
ネ
を
使
う
宗
教
者
が
、
稲
荷
社
に
寄
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
」
と
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指
摘
し
て
い
る
。

狐
霊
信
仰
と
東
密
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
酒
向
伸
行
「
調
伏
法
と
し

て
の
六
字
経
法
ー
儀
法
分
析
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
『
御
影
史
学
論
集
』
三

八
、
御
影
史
学
研
究
会
、
二
〇
一
三
年
十
月
・
後
に
前
掲
⑴
に
収
録
し

た
）
で
も
論
じ
た
。

【
付
記
】
本
稿
は
二
〇
一
三
年
十
一
月
二
十
四
日
に
開
催
さ
れ
た
御
影
史
学
研

究
会
十
一
月
例
会
で
「
『
今
昔
物
語
集
』
に
み
る
狐
霊
信
仰
ー
巻
二
十
七
ー
四
十

話
を
中
心
と
し
て
ー
」
と
題
し
て
報
告
し
た
も
の
に
手
を
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。

報
告
後
、
田
中
久
夫
先
生
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
白
石
太
良
先

生
は
じ
め
御
影
史
学
研
究
会
会
員
の
皆
様
、
ま
た
神
戸
女
子
民
俗
学
会
会
員
の

皆
様
に
は
、
い
つ
も
お
助
け
い
た
だ
い
て
い
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
を
申

し
上
げ
た
い
。


