
「
平
家
物
語
」
の
形
成
段
階
に
お
い
て
伝
承
の
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
は
柳

田
国
男
氏
以
降
、
研
究
の
中
で
度
々
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
一
方
で
、

「
平
家
物
語
」
は
テ
キ
ス
ト
成
立
後
に
も
能
・
幸
若
舞
曲
・
歌
舞
伎
・
浄
瑠

璃
な
ど
で
繰
り
返
し
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
広
範
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
。
ま
た
そ
れ
ら
の
「
平
家
物
語
」
流
布
以
後
に
在
地
に
根
付
い
た
、
あ
る

い
は
生
成
さ
れ
た
伝
承
も
数
多
く
あ
る
。

一
の
谷
合
戦
に
お
い
て
非
業
の
死
を
遂
げ
た
平
家
方
武
将
の
碑
も
、
神
戸

を
中
心
に
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
今
回
は
忠
度
最
期
調
に
ま
つ

わ
る
在
地
伝
承
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

－
１
－

覚
一
本
「
平
家
物
語
」
巻
第
九
「
忠
教
最
期
」
に
よ
る
と
、
薩
摩
守
平
忠

度
（
覚
一
本
に
お
け
る
表
記
は
「
忠
教
」
）
は
一
の
谷
の
合
戦
に
お
い
て
西

手
の
大
将
軍
と
し
て
活
躍
し
た
が
大
敗
を
喫
し
、
落
ち
行
く
と
こ
ろ
を
敵
方

の
岡
部
六
弥
太
忠
澄
（
覚
一
本
に
お
け
る
表
記
は
「
岡
辺
六
野
太
忠
純
」
）

に
追
い
つ
か
れ
、
取
り
組
み
合
い
と
な
る
。
熊
野
育
ち
の
大
力
と
さ
れ
る
忠

祭
祀
さ
れ
る
忠
度
の
腕

は
じ
め
に

ｌ
伝
承
を
引
き
寄
せ
る
場
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

度
は
岡
部
を
わ
ず
か
三
太
刀
で
組
み
敷
き
そ
の
首
を
掻
こ
う
と
す
る
が
、
追

い
つ
い
た
岡
部
の
童
に
片
腕
を
落
と
さ
れ
る
。
忠
度
は
も
は
や
こ
れ
ま
で
と

覚
悟
を
決
め
、
西
に
向
か
っ
て
十
念
を
唱
え
終
わ
る
前
に
、
岡
部
に
よ
っ
て

首
を
落
と
さ
れ
る
。
最
期
ま
で
名
乗
ら
な
か
っ
た
彼
の
名
を
敵
方
に
知
ら
し

め
た
の
は
、
箙
に
結
び
付
け
ら
れ
た
「
ゆ
き
く
れ
て
木
の
し
た
か
げ
を
や
ど

と
せ
ば
花
や
こ
よ
ひ
の
あ
る
じ
な
ら
ま
し
」
の
一
首
で
あ
っ
た
。
こ
の
名
高

い
歌
人
と
し
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
、
熊
野
育
ち
の
大
力
と
さ
れ
る
忠
度
の
武

人
と
し
て
の
一
面
が
対
比
さ
れ
印
象
的
な
最
期
謹
で
あ
る
。

忠
度
が
勇
猛
な
武
将
で
あ
り
、
そ
の
忠
度
が
非
業
の
死
を
遂
げ
た
こ
と
は

平
家
各
諸
本
共
通
す
る
叙
述
で
あ
る
。
延
慶
本
で
は
、
忠
度
は
念
仏
を
唱
え

る
間
も
な
く
討
た
れ
、
覚
一
本
で
は
念
仏
を
唱
え
終
わ
る
前
に
首
を
落
と
さ

れ
る
。
盛
衰
記
を
除
く
諸
本
で
は
、
忠
度
は
念
仏
を
唱
え
な
い
、
あ
る
い
は

念
仏
を
唱
え
き
る
こ
と
な
く
首
を
討
た
れ
る
。
腕
を
切
ら
れ
る
と
い
う
、
武

将
と
し
て
戦
う
力
を
削
が
れ
た
後
の
非
業
の
死
と
い
え
よ
う
。

北
川
忠
彦
氏
も
論
証
さ
れ
た
よ
う
に
、
忠
度
像
は
時
代
を
経
る
ご
と
に

平
家
一
門
第
一
の
歌
人
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
き
、
覚
一
本
で
は

大
坪
舞

四
八



忠
度
は
政
治
的
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
人
物
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
そ

の
描
か
れ
方
は
美
麗
で
あ
り
、
覚
一
本
や
謡
曲
『
忠
度
』
に
お
い
て
そ
の
歌

人
と
し
て
の
像
は
完
成
さ
れ
た
が
、
土
台
と
し
て
は
常
に
武
人
と
し
て
の
側

面
が
意
識
さ
れ
、
二
面
が
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
忠
度
の
敲
期
は
よ
り

鮮
烈
に
彩
ら
れ
る
。

『
平
家
物
語
」
に
取
材
し
た
謡
曲
や
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
な
ど
に
も
忠
度
は

度
々
取
り
入
れ
ら
れ
る
。
物
語
の
本
流
で
は
な
い
、
い
わ
ば
傍
系
の
忠
度
は
、

そ
れ
ゆ
え
に
清
廉
な
歌
人
と
し
て
の
像
を
持
つ
こ
と
が
で
き
、
題
材
と
し
て

取
り
入
れ
る
こ
と
が
容
易
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
最
期
は
重
衡
の
よ
う

に
平
家
の
罪
業
を
一
身
に
背
負
っ
て
い
く
人
物
と
し
て
は
描
か
れ
ず
、
萱

谷
轍
軍
記
」
な
ど
に
も
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
後
世
悲
劇
の
主
人
公
と
し
て

の
役
割
を
付
さ
れ
て
い
く
敦
盛
と
共
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、
忠

度
に
対
す
る
諸
衆
の
関
心
は
相
応
に
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
忠
度
が
競
期
の
間
際
に
切
り
落
と
さ
れ
た
腕
が
埋
め
ら
れ
た
と
い

う
腕
塚
が
神
戸
市
長
田
区
駒
ヶ
林
と
明
石
市
天
文
町
（
旧
右
手
塚
町
）
に
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
両
地
共
に
付
近
に
は
忠
度
の
胴
を
埋
め
た
と
さ
れ
る
胴
塚
、
忠

度
塚
が
あ
る
も
の
の
、
あ
る
側
面
で
は
腕
塚
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
す
ら
あ
る
。

忠
度
が
腕
を
切
り
落
と
さ
れ
た
と
い
う
叙
述
は
四
部
合
戦
状
本
を
除
く
各
諸
本

一
少
言

明
ら
か
に
歌
人
と
し
て
の
像
が
完
成
し
て
い
る
。
そ
の
歌
人
と
し
て
の
像

を
生
か
し
た
形
と
し
て
世
阿
弥
自
身
が
「
上
花
」
と
称
し
た
謡
曲
『
忠
度
』

（
叩
山
）

で
は
、
「
和
歌
の
家
に
生
れ
」
た
忠
度
は
和
歌
へ
の
妄
執
ゆ
え
に
怨
霊
と
化

し
て
い
く
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
歌
人
忠
度
の
像
は
こ
こ
に
結
実
す
る
と

い
雷
え
よ
》
っ
。

祭
祀
さ
れ
る
忠
度
の
腕

『
平
家
物
語
」
内
で
忠
度
は
一
の
谷
西
手
か
ら
、
四
部
合
戦
状
本
は
明
記

し
な
い
も
の
の
漠
然
と
西
に
、
延
慶
本
、
長
門
本
は
一
の
谷
か
ら
西
へ
、
芦

屋
へ
、
『
源
平
盛
衰
記
」
で
は
か
る
も
河
・
須
磨
・
板
宿
を
過
ぎ
て
西
へ
、

南
都
本
や
中
院
本
に
は
明
石
を
指
し
て
落
ち
行
く
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

現
在
忠
度
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
地
は
、
長
田
区
区
駒
ヶ
林
と
明
石
市
天

文
町
（
旧
腕
塚
町
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
忠
度
の
死
地
は
『
平
家
物
語
』
諸

本
で
も
錯
綜
し
て
お
り
、
史
実
上
で
も
確
定
で
き
な
い
。

駒
ヶ
林
の
忠
度
伝
承
は
延
宝
八
年
（
一
六
八
○
）
成
立
の
「
福
原
び
ん

（
’
一

か
繁
み
』
の
「
忠
度
塚
」
の
項
に

駒
ヶ
林
ョ
リ
壱
丁
西

ふ
る
い
塚
に
啼
虫
や
た
ぎ
の
り
の
声
日
到

と
あ
る
も
の
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
駒
ヶ
林
に
は
、
現
在
腕
塚
と
胴
塚
が
残

さ
れ
て
お
り
、
ど
ち
ら
も
「
忠
度
塚
」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
い
う
「
忠
度
塚
」
と
い
う
の
は
「
駒
ヶ
林
ョ
リ
壱
丁
西
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
駒
ヶ
林
中
町
に
あ
る
現
在
の
腕
塚
堂
と
は
地
理
的
に
違
う
場
所
で
、
お

そ
ら
く
駒
ヶ
林
の
西
隣
で
あ
る
野
川
町
束
端
に
あ
る
胴
塚
の
こ
と
を
指
し
て
い

に
共
通
し
謡
曲
な
ど
に
も
採
ら
れ
る
が
、
物
語
の
中
で
切
ら
れ
た
部
位
が
在
地

で
祭
祀
さ
れ
て
い
る
と
い
う
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
く
、
注
目
に
値
し
よ
う
。

本
稿
で
は
神
戸
・
明
石
に
残
さ
れ
た
在
地
伝
承
を
中
心
と
し
て
忠
度
の
腕

を
特
別
に
祭
祀
す
る
と
い
う
意
義
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

｜
、
忠
度
の
腕
塚

四

九



と
書
か
れ
て
お
り
、
駒
ヶ
林
の
忠
度
塚
は
「
腕
塚
」
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

現
在
、
駒
ヶ
林
に
は
「
腕
塚
町
」
と
い
う
地
名
も
残
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
近

代
以
降
つ
け
ら
れ
た
町
名
ら
し
く
小
字
名
に
は
「
腕
塚
」
に
類
す
る
も
の
は
な

－
６
」い

。
駒
ヶ
林
の
腕
塚
伝
承
は
現
代
で
こ
そ
き
ら
び
や
か
な
堂
宇
が
建
て
ら
れ
、

信
仰
を
集
め
て
い
る
が
、
文
化
元
年
（
一
八
○
四
）
か
ら
文
久
年
間
二
八
六

一
’
六
三
）
ま
で
は
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
痕
跡
は
見
ら
れ
な
い
。

対
し
て
、
明
石
で
蛾
も
古
い
忠
度
の
墓
地
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

。
Ｉ
も
》

と
少
な
く
と
も
こ
れ
か
ら
五
十
年
前
に
は
腕
塚
堂
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
お
よ
そ
文
久
年
間
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
寛
政
八
年
（
一

一
冊
一

七
九
六
）
年
成
立
の
『
摂
津
名
所
図
会
』
の
「
砿
厳
守
忠
度
塚
」
の
項
に
、

駒
ヶ
林
の
巾
に
あ
り
。
塚
上
に
五
輪
の
石
塔
を
居
ゑ
た
り
。
〔
異
本
平

家
物
語
〕
に
は
、
忠
度
唯
一
騎
、
明
石
を
さ
し
て
落
ち
ら
れ
け
る
に
、

岡
部
六
弥
太
忠
澄
追
っ
か
け
け
れ
は
、
取
つ
て
か
へ
し
、
ひ
き
組
ん
で

討
た
れ
給
ひ
し
由
見
え
た
り
。
明
石
の
墓
の
あ
る
べ
き
證
と
覚
ゆ
。
土

人
云
く
、
明
石
に
あ
る
は
腕
塚
な
り
と
ぞ
。

一
一
Ｊ
｝

と
あ
る
こ
と
や
、
文
化
元
年
二
八
○
四
）
成
立
の
「
播
州
名
所
巡
覧
図
会
」

「
薩
摩
ノ
守
忠
度
塚
」
の
項
に
も
、

駒
林
の
中
に
あ
り
。
ゞ
石
塔
を
居
た
り
。
仇
し
、
忠
度
の
腕
塚
は
明
石
に

る
と
思
わ
れ
る
。
駒
ヶ
林
に
お
け
る
腕
塚
の
初
見
は
、
時
代
は
は
る
か
に
下
っ

一
一
ｊ
）

て
明
治
四
四
年
二
九
二
）
の
一
西
摂
大
観
』
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

今
の
腕
塚
を
斯
く
改
築
し
て
碑
を
立
て
し
は
、
凡
そ
五
十
年
前
の
事
と

有
て
、
腕
塚
町
と
も
い
へ
り

一
リ
ー

資
料
は
大
久
保
時
代
二
六
三
九
’
四
九
）
成
立
の
「
播
州
明
石
城
図
」
に

忠
度
墓
が
の
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
忠
度
墓
」
は
現
在
の
忠
度
公

園
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
。

１
１
Ⅷ
灘
篭
咋
扉
儀
瀧
鍾
篭
灘
鑑
轤
潔
噸
菖
詞
鐵
溌
識
蕊
識
織
溌
灘
謹
鐸
簿
鋪
稲
恐
識
溌
戦
静
，
ｌ
ｌ
１
」
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図1「播州明石城図」

~一戸

J二'一
万~b，

(~ノ



今
も
た
鼠
の
り
の
し
る
し
に
の
こ
る
石
の
こ
け
に
き
さ
め
る
名
の
み
く

ち
せ
す

と
忠
度
塚
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
。
生
駒
甚
介
と
は

堆
駒
規
止
で
あ
り
、
親
正
が
船
止
城
に
収
り
立
て
ら
れ
た
際
に
忠
度
塚
も
退

’
’
一

寛
文
七
年
二
六
六
七
）
に
成
立
し
た
「
摂
沖
荊
所
地
岡
』
で
は
、
松
樹

の
下
に
描
か
れ
た
五
輪
塔
に
「
忠
度
塚
」
と
い
う
名
が
付
さ
れ
て
い
る
。

〃
蝉

こ
の
簡
所
の

ａ
ｒ
６
Ｊ
１
Ｉ
ｌ
丁
１
Ｊ
／
ｔ
一
一
Ｆ
い
も
１
Ｊ
も
ｆ
し
り

忠
度
最
後
所
ハ
摂
州
駒
ヶ
林
二
有
森
長
源
八
化
骸
を
大
蔵
谷
へ
上
ル
ト

清
水
記
二
有
由
大
蔵
谷
忠
度
塚
ノ
上
ノ
石
琳
六
拾
年
前
二
打
之
候
生
駒

甚
介
殿
舟
上
二
城
御
取
立
ノ
節
退
輔
仕
候
明
暦
三
年
二
城
主
忠
國
公
石

碑
ヲ
御
立
被
成
其
御
寄
二

祭
祀
さ
れ
る
忠
度
の
腕
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図2「摂津名所地図」

に 転
し
た
と
い
う
。
こ
れ
が
六
十
年
前
の
こ
と
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
一
六
○

○
年
初
頭
に
忠
度
塚
は
現
在
の
場
所
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
明

石
の
忠
度
塚
の
伝
承
は
中
世
末
ま
で
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
と
推
察
す
る
。

明
石
に
も
駒
ヶ
林
と
同
様
、
現
在
腕
塚
と
忠
度
塚
が
あ
る
の
だ
が
、
「
腕

塚
」
と
い
う
斜
前
の
初
見
は
、
寛
文
七
年
二
六
六
七
）
成
立
の
「
海
瀕
舟

（
Ⅱ
）

行
図
』
で
あ
る
。
こ
の
図
の
「
薩
摩
守
平
忠
則
」
の
左
方
に
「
ウ
デ
ヅ
カ
」

と
い
う
文
字
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
、
元
禄
五
年
二
六
九

之川
.,ｲ薯旨

1.1平
|1,IL!、

螺
子
此

云

今
猫
以
〃I，

々

近

11．1
Jし、

度
之
墓

此

所
有

歩
1－－

フ従
一↑一

成
立
の
「
采
邑
私
記
」
「
腕
墳
」
の
項

聴

難
韓

五
蕊

図3「海瀕舟行図」



と
書
か
れ
て
お
り
、
「
う
で
づ
か
」
と
い
う
町
名
も
こ
の
時
期
に
は
あ
っ
た

ら
し
い
。
腕
塚
伝
承
と
し
て
は
明
石
が
先
行
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
明
石
に
お
け
る
忠
度
腕
塚
伝
承
の
特
色
を
見
て
い
こ
う
。

胴
が
埋
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
忠
度
塚
と
腕
塚
と
は
ま
っ
た
く
同
一
の
性

格
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
先
に
挙
げ
た
『
摂
津
名
所
地
図
』
に
よ
る
と
、

忠
度
塚
は
生
駒
親
正
の
関
与
が
あ
っ
た
ら
し
き
こ
と
、
明
石
城
主
松
平
忠

信
の
歌
が
当
時
か
ら
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
現
在
で
も
忠
信
の
歌

（
剛
一

や
梁
田
蜆
巖
に
よ
る
碑
が
残
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
『
明
石
名
勝
古
事
談
」

に
よ
る
と
旧
藩
時
代
忠
度
塚
の
裏
に
塚
の
番
人
が
住
ん
で
い
た
ら
し
く
、

藩
の
庇
護
を
受
け
て
、
他
の
平
家
碑
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
い
わ
ば
記
念
碑

的
役
割
が
強
か
っ
た
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。
特
に
忠
信
が
『
源
氏
物
語
」

に
ま
つ
わ
る
伝
説
の
保
護
に
も
力
を
入
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
明
石
と

い
う
地
が
文
学
的
要
素
の
強
い
史
跡
を
受
け
入
れ
る
だ
け
の
素
養
が
あ
っ

た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

対
し
て
、
腕
塚
に
関
し
て
は
藩
に
よ
る
保
護
は
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な

い
。
か
と
い
っ
て
巷
間
に
軽
視
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
く
、

一
海
瀕
舟
行
図
」
で
は
忠
度
塚
だ
け
で
な
く
「
ウ
デ
ヅ
カ
」
も
描
き
、
駒
ヶ

林
側
の
資
料
を
み
る
と
、
明
石
の
忠
度
塚
が
載
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、

腕
塚
が
あ
る
の
は
意
識
さ
れ
て
い
る
。
腕
塚
と
い
う
腕
を
祭
祀
す
る
信
仰
形

態
は
、
外
部
の
者
の
目
に
も
特
異
に
映
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
在
で
も
腕

塚
の
祠
内
に
あ
る
腕
の
模
型
で
患
部
を
撫
で
る
と
痛
み
が
と
れ
る
と
信
じ
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
忠
度
塚
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
病

平
癒
の
信
仰
は
御
霊
信
仰
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
か
つ
て
は
腕
塚
に
病

平
癒
の
祈
願
と
し
て
石
を
積
み
上
げ
て
い
っ
た
と
い
う
。
神
戸
の
腕
塚
堂
に

も
石
を
持
ち
込
む
習
俗
は
み
ら
れ
る
。
疫
神
と
し
て
祭
祀
さ
れ
る
御
霊
忠
度

の
影
は
腕
塚
に
こ
そ
色
濃
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

↓
’
一

宝
暦
年
間
に
書
か
れ
た
一
播
磨
鑑
」
「
大
蔵
谷
」
の
項
に
注
目
す
べ
き
記

述
が
あ
る
。

〔
往
還
板
橋
〕
人
丸
裏
道
坂
道
ノ
切
門
二
有
俗
二
両
馬
橋
卜
云
此

流
ヲ
両
馬
川
ト
云
忠
度
六
弥
太
此
所
ニ
テ
組
討
之
所
也
卜
云
橋

ヲ
両
馬
ノ
橋
ト
云

人
丸
社
の
裏
か
ら
降
り
て
く
る
坂
道
の
切
門
の
両
馬
川
に
往
還
板
橋
、
俗
に

向
馬
橋
と
呼
ば
れ
る
橋
が
か
か
っ
て
お
り
、
そ
の
橋
の
と
こ
ろ
で
忠
度
と
六

弥
太
が
組
み
討
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
「
平
家
物
語
」
に
は
な
い
明
石
独
自

の
伝
承
で
あ
る
。
平
家
テ
キ
ス
ト
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
も
の
で
は
な
く
、
明

石
と
い
う
在
地
の
風
景
と
響
き
あ
い
な
が
ら
新
た
な
伝
承
が
生
ま
れ
て
い
っ

た
こ
と
を
考
え
る
上
で
も
興
味
深
い
。
稿
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
お
い

て
も
、
現
地
住
民
に
忠
度
の
話
を
尋
ね
る
と
必
ず
両
馬
川
の
名
が
登
場
し
た
。

明
石
村
と
大
蔵
村
の
問
を
流
れ
る
両
馬
川
の
畔
で
忠
澄
に
追
い
つ
か
れ
一
騎

討
ち
と
な
り
、
腕
を
切
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
腕
塚
で
、
そ
の
ま
ま
南
下
し
て
忠

度
塚
の
あ
た
り
で
首
を
切
ら
れ
た
と
い
う
。
「
両
馬
川
」
と
い
う
名
前
の
由

来
も
、
忠
度
と
岡
辺
六
弥
太
が
こ
の
川
を
は
さ
ん
で
対
時
し
た
こ
と
だ
と
い

う
。
白
洲
雅
子
氏
に
よ
る
と
両
馬
川
の
「
両
馬
」
は
謡
曲
「
忠
度
」
に

こ
れ
こ
そ
望
む
と
こ
ろ
よ
と
思
ひ
、
駒
の
手
綱
を
引
っ
返
せ
ば
、
六
弥

太
や
が
て
む
ず
と
組
み
両
馬
が
問
に
ど
う
と
落
ち
、
か
の
六
弥
太
を
取

っ
て
押
へ
、
す
で
に
刀
に
手
を
か
け
し
に
、

五
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一
幅
ゞ
｜

と
あ
る
も
の
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
両
馬
川
は
同
時
に
「
両
端
川
」

と
も
呼
ば
れ
、
中
世
よ
り
宿
場
町
で
あ
っ
た
大
蔵
谷
と
、
明
石
城
下
の
境
界

地
で
あ
っ
た
。

｜
・
心
一

両
馬
川
は
現
在
暗
渠
と
な
っ
て
い
る
が
、
文
久
三
年
の
「
明
石
町
旧
全
図
」

に
は
確
か
に
渓
谷
か
ら
流
れ
出
、
大
蔵
谷
村
宿
場
と
明
石
村
の
境
界
に
沿
い
海

に
酒
々
と
流
れ
こ
む
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
太
寺
付
近
を
水
源
と
し
、
暗
渠

と
な
っ
た
今
も
両
馬
川
沿
い
に
は
水
音
が
響
い
て
い
る
。
明
石
城
築
城
の
際
に

川
の
付
け
替
え
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
古
く
か
ら
言
わ
れ

一
一
４
９
－

て
お
り
、
金
井
智
氏
は
明
石
川
の
付
け
秤
え
異
伝
を
『
明
石
の
誕
生
」
の
中
で
、

明
石
川
は
古
く
は
城
の
南
を
東
流
し
、
腕
塚
付
近
で
両
馬
川
に
流
れ
込
ん
で
い

た
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
て
い
る
。
同
書
で
書
か
れ
て
い
る
腕
塚
は
山
陽
電

鉄
の
高
架
工
事
に
よ
り
移
転
さ
れ
る
前
の
腕
塚
で
、
現
在
の
腕
塚
神
社
の
西
北

西
一
○
○
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
場
所
に
あ
っ
た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
腕
塚
の
あ

た
り
に
両
馬
川
の
痕
跡
が
あ
り
、
水
流
が
微
量
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
両
馬

川
河
口
に
明
禰
湾
か
ら
流
砂
が
押
し
寄
せ
、
両
馬
川
が
埋
め
去
ら
れ
て
い
く
状

況
を
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
の
結
果
を
も
と
に
論
考
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
現

地
に
行
っ
て
地
形
を
考
え
て
み
て
も
、
築
城
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
以
前
は
太
寺

付
近
か
ら
流
れ
出
た
向
馬
川
は
渓
谷
に
沿
い
流
れ
、
山
陽
電
車
人
丸
前
駅
の
あ

た
り
か
ら
西
流
し
て
腕
塚
付
近
を
通
り
、
「
播
州
明
石
城
図
」
の
忠
度
墓
付
近
、

現
在
の
忠
度
町
の
忠
度
公
園
の
あ
た
り
を
通
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
忠
度
伝
承
の
痕
跡
は
現
在
よ
り
も
も
っ
と
両
馬
川
沿
い
に
点
々
と
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
ド
ー

ま
た
、
延
享
五
年
二
七
四
八
）
成
立
の
「
播
磨
諸
所
随
筆
』
に
、

祭
祀
さ
れ
る
忠
度
の
腕

腕
塚
の
あ
る
場
所
は
明
石
と
大
蔵
谷
の
境
界
上
に
位
置
し
て
い
る
。
大
蔵

谷
は
中
世
か
ら
西
脚
街
道
沿
い
の
宿
場
町
で
あ
り
、
人
の
往
来
も
多
い
地
で

あ
る
。
現
在
で
も
腕
塚
付
近
は
明
石
町
で
あ
り
な
が
ら
も
大
蔵
谷
の
稲
爪
神

社
の
氏
子
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
大
蔵
谷
と
明
石
の
境
界
地
に
で

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
藩
政
時
代
も
軽
罪
の
も
の
は
こ
の
付
近
で

鞭
う
た
れ
追
放
さ
れ
て
お
り
、
境
界
地
と
し
て
の
性
質
が
強
い
土
地
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

大
蔵
谷
と
明
石
の
境
界
付
近
か
ら
、
も
う
ひ
と
つ
の
境
界
で
あ
る
明
石
海

峡
を
望
む
よ
う
に
建
立
さ
れ
て
い
る
の
が
人
丸
神
社
で
あ
る
。
柿
本
人
麻
呂

を
祀
る
人
丸
塚
は
明
石
城
築
城
の
際
に
明
石
城
内
か
ら
人
丸
山
に
移
さ
れ
て

き
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
近
世
明
石
の
人
丸
神
社
に
は
火
伏
せ
の
神
と
し
て

』
り
一

の
信
仰
が
強
く
、
修
験
の
関
わ
り
も
指
摘
さ
れ
る
。
一
方
で
は
盲
人
の
神
と

一
、
忠
度
墓
足
軽
町
有
“

一
、
同
腕
塚
同

と
腕
塚
・
忠
度
塚
共
に
足
軽
町
に
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
腕
塚
の
あ

る
腕
塚
町
は
明
石
城
東
の
外
堀
東
側
郭
外
に
位
置
し
、
明
石
藩
の
家
士
・
足

軽
が
居
住
す
る
地
域
で
あ
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
が
身
分
の
低
い
足
軽
町
と
さ

れ
た
一
因
に
は
、
腕
塚
町
付
近
は
元
来
湖
沼
地
帯
で
あ
り
、
最
近
に
な
っ
て

も
掘
れ
ば
水
の
で
る
土
地
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

忠
度
の
伝
承
は
水
辺
の
風
景
の
中
に
息
づ
い
て
い
る
。

二
、
明
石
の
精
神
風
景

五



し
て
の
偏
仰
も
集
め
て
い
た
よ
う
で
、
境
内
に
は
九
州
か
ら
き
た
盲
月
の
僧

侶
が
突
き
刺
し
た
と
さ
れ
る
汽
杖
桜
が
あ
る
。
眼
病
平
癒
の
伝
承
は
延
亨
年

間
や
寛
政
年
間
の
も
の
も
あ
り
、
近
世
に
は
盲
の
神
と
し
て
陸
海
両
面
で
の

交
通
の
要
所
で
あ
っ
た
当
地
に
参
拝
客
が
多
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
、

盲
杖
桜
の
伝
承
は
そ
の
中
で
平
家
語
り
を
す
る
琵
琶
法
師
の
存
在
を
も
想
起

さ
せ
る
の
で
あ
る
。

腕
塚
は
人
丸
神
社
の
ふ
も
と
に
あ
る
。
「
平
家
物
語
」
に
ま
つ
わ
る
忠
度

伝
承
が
一
の
谷
か
ら
至
近
と
も
い
え
な
い
明
石
に
根
付
い
た
こ
と
の
理
由
の

ひ
と
つ
に
は
、
人
丸
神
社
の
ふ
も
と
で
あ
り
盲
目
の
琵
琶
法
師
が
足
を
止
め

る
地
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

さ
ら
に
、
両
馬
川
を
挟
ん
だ
腕
塚
の
束
に
は
か
っ
て
虻
ヶ
池
と
呼
ば
れ

る
池
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
『
明
石
名
勝
古
事
談
」
「
虻
ヶ
池
」
の

項
に
、

休
天
神
社
の
西
田
圃
の
中
、
乃
ち
第
二
小
学
校
運
動
場
の
側
に
古
き
池

あ
り
、
虻
ヶ
池
と
云
ふ
。
此
の
池
は
有
名
な
池
に
て
、
一
の
谷
の
役
以

下
戦
死
者
の
死
骸
を
洗
ひ
し
処
な
り
。
又
推
古
天
皇
の
時
の
鉄
人
の
死

骸
を
も
洗
ひ
た
り
と
も
伝
ふ
。
今
は
往
時
の
ま
ゞ
の
池
は
残
ら
ね
ど
其

跡
は
残
れ
り
。

と
あ
り
、
平
家
以
降
戦
死
者
の
死
骸
を
洗
っ
て
い
た
と
こ
ろ
だ
と
い
う
。

大
正
期
ま
で
は
僅
か
な
が
ら
も
残
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
現
在
は
宅

地
化
さ
れ
痕
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
戦
死
者
の
死
骸
を
洗
う
虻
ヶ
池
が
あ
る

当
地
は
、
境
の
葬
送
地
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
起

源
が
．
の
谷
の
役
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
忠
度
伝
承
と
の
関
連
も

感
じ
さ
せ
る
。

な
ぜ
明
石
に
忠
度
と
い
う
御
霊
が
祭
祀
せ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
か
を
考
え

る
上
で
看
過
で
き
な
い
の
が
、
虻
ヶ
池
で
そ
の
死
骸
を
洗
わ
れ
た
と
書
か
れ

る
稲
爪
神
社
の
鉄
人
伝
説
で
あ
る
。
孝
霊
天
皇
を
相
と
す
る
伊
予
国
司
益
躬

が
一
二
韓
か
ら
来
襲
し
て
き
た
鉄
人
を
、
蟹
坂
を
過
ぎ
須
磨
明
石
の
浦
伝
で
討

ち
、
そ
の
後
大
蔵
谷
に
社
を
勧
請
し
た
。
こ
れ
が
『
予
章
記
」
の
巻
頭
に
載

せ
ら
れ
る
活
で
あ
る
。
現
在
で
も
十
月
の
秋
祭
り
で
あ
る
牛
乗
り
の
祭
り
の

中
で
牛
に
乗
る
も
の
を
小
干
益
躬
と
し
て
い
る
が
、
「
播
磨
鑑
」
の
中
で
も

伊
予
三
島
明
神
を
勧
請
し
、
そ
の
神
子
を
河
野
氏
と
す
る
。
田
中
久
夫
氏
は

な
ぜ
大
蔵
谷
の
稲
爪
神
社
と
伊
予
の
河
野
氏
が
こ
れ
ほ
ど
深
く
関
わ
っ
た
の

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
瀬
戸
内
海
の
覇
権
を
握
っ
て
い
た
河
野
氏
が
最

前
線
基
地
が
大
蔵
谷
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
行
事
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て

一
”
一
一

い
る
。
確
か
に
明
石
・
大
蔵
谷
は
海
上
を
見
渡
し
て
も
交
通
の
要
所
で
あ
り
、

航
海
に
も
注
意
を
要
す
る
海
域
で
あ
っ
た
。
近
世
の
明
石
海
峡
に
つ
い
て
は

一
海
瀕
舟
行
図
』
に

一
、
播
磨
灘
ヲ
明
石
迄
上
リ
テ
乗
ト
ム
ル
明
、
西
風
ツ
ョ
ク
、
明
石
ノ

内
エ
入
事
不
成
時
ハ
、
淡
路
ノ
岩
屋
へ
直
シ
テ
懸
ル
也

一
、
此
瀬
戸
、
上
下
共
二
高
砂
迄
ノ
問
ハ
、
白
ミ
黒
ミ
ノ
間
ヲ
乗
事
習

也

一
、
モ
ト
明
石
古
ハ
ト
ノ
石
、
夜
中
ハ
見
エ
兼
ル
、
是
二
乗
カ
ク
シ
ハ

大
事
也

一
、
此
瀬
戸
ニ
播
磨
地
ト
淡
路
地
卜
汐
ノ
カ
ハ
リ
ア
リ
、
是
ヲ
別
道
汐

/I：
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ト
云
ナ
リ
播
磨
地
下
り
汐
ナ
レ
ハ
、
淡
路
地
ハ
上
ノ
汐
也
、
是
ヲ

知
へ
シ

一
、
明
石
ノ
川
ノ
ロ
、
大
西
風
ニ
ハ
、
砂
ヲ
吹
ヨ
セ
テ
埋
ム
故
二
、
出

舩
不
成
事
有

一
、
明
石
ノ
湊
ハ
奥
二
川
ヲ
シ
カ
ヶ
タ
ル
池
ア
リ
、
大
西
二
堤
切
シ
ハ

水
一
度
ニ
湊
エ
ヲ
シ
出
事
ア
リ
、
力
、
リ
舟
心
得
ア
リ

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
大
森
亮
尚
氏
は
人
丸
神
社
も

一
群
一

海
を
向
い
て
お
り
、
海
峡
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
田

中
氏
は
『
明
石
名
勝
古
事
談
一
の
稲
爪
神
社
の
背
後
に
運
河
状
態
の
両
馬
川

が
あ
っ
た
と
す
る
記
述
に
着
目
し
、
稲
爪
神
社
の
背
後
に
避
難
港
が
あ
り
、

そ
れ
が
稲
爪
神
社
の
重
要
性
を
高
め
て
い
た
と
考
察
し
て
い
る
。
両
馬
川
が

明
石
城
築
城
以
前
に
運
河
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
の
過
程
は
確
た

る
証
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
『
明
石
名
勝
古
事
談
』
の
書
か
れ

た
大
正
の
時
代
で
も
両
馬
川
が
主
要
な
川
で
あ
っ
た
と
目
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
注
日
に
値
し
よ
う
。

向
馬
川
は
人
丸
裏
坂
道
の
切
門
の
あ
た
り
を
流
れ
、
か
つ
て
は
稲
爪
神

社
と
の
関
わ
り
も
意
識
さ
れ
る
川
で
あ
っ
た
。
こ
の
川
が
流
砂
に
よ
り
埋

め
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
か
つ
て
川
と
し
て
の
機
能
が
備
わ

っ
て
い
た
と
き
に
は
海
上
か
ら
の
漂
着
物
が
流
れ
着
く
地
で
あ
っ
た
こ
と

も
想
像
さ
れ
る
。
金
井
智
氏
に
よ
る
と
、
そ
の
川
が
湾
曲
し
て
い
る
の
が

ち
ょ
う
ど
か
つ
て
の
腕
塚
の
あ
た
り
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
向
馬
川
を
機
軸

と
し
て
い
る
稲
爪
神
社
が
海
を
隔
て
た
伊
予
国
の
神
を
祭
祀
し
、
鉄
人
が

倒
さ
れ
そ
の
首
を
洗
っ
た
と
さ
れ
る
伝
承
を
持
つ
地
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み

祭
祀
さ
れ
る
忠
度
の
腕

墓農
Y8－、鐘』
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忠
度
腕
塚
と
同
じ
く
武
将
が
腕
を
祀
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
安
倍
貞
任

の
腕
守
社
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
京
都
府
南
丹
市
八
木
町
の
船
井
神
社
の
境
内

で
小
さ
な
社
が
構
え
ら
れ
、
そ
の
裏
に
鎌
倉
後
期
か
ら
室
町
期
の
作
と
さ
れ

一
訓
一

る
宝
筐
印
塔
が
あ
る
。
衣
川
柵
の
戦
い
で
破
れ
た
貞
任
の
腕
を
卜
者
の
易
に

よ
っ
て
川
の
あ
る
土
地
に
埋
め
る
よ
う
進
言
さ
れ
た
た
め
、
古
く
は
現
在
の

船
井
神
社
近
く
の
腕
森
と
い
う
笹
の
茂
っ
た
森
に
埋
め
た
の
を
明
治
の
初
め

一
錫
一

に
船
井
神
社
に
移
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
船
井
郡
八
木
町
の
土
地
柄
を

考
え
る
と
、
こ
の
一
帯
は
古
く
か
ら
、
桂
川
の
水
運
の
船
着
場
で
あ
っ
て
、

船
井
神
社
は
水
上
航
行
安
全
の
守
護
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
ダ
ム
が
建
設
さ

れ
た
現
在
で
こ
そ
大
き
な
水
害
は
な
い
が
、
昭
和
初
期
は
大
規
模
な
水
霄
が

何
度
も
起
こ
る
地
だ
っ
た
と
い
う
。

武
将
の
手
と
水
の
縁
が
深
い
伝
説
に
は
、
京
で
さ
ら
さ
れ
た
首
が
関
東
へ

飛
び
帰
る
途
中
で
力
尽
き
て
落
ち
た
と
い
う
将
門
伝
説
の
中
に
も
あ
る
。
将

門
の
手
が
落
ち
た
と
い
う
伝
説
を
持
つ
の
が
栃
木
県
足
利
市
五
十
部
町
の
大

手
神
社
で
あ
る
。
手
の
病
気
が
あ
る
人
や
機
織
り
を
す
る
人
が
神
社
の
根
元

か
ら
湧
き
出
る
清
水
に
手
を
つ
け
る
と
願
い
が
か
な
う
と
言
わ
れ
、
成
就
す

｛
郡
一
一

る
と
手
を
描
い
た
絵
馬
を
奉
納
す
る
と
い
う
。

て
も
、
忠
度
腕
塚
は
た
だ
の
平
家
伝
説
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
海
の
か
な

た
か
ら
た
ど
り
つ
く
モ
ノ
を
祭
祀
す
べ
き
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

三
、
水
辺
の
腕
切

ま
た
、
広
島
市
安
佐
北
区
の
観
音
寺
跡
に
あ
る
清
泉
に
は
、
有
田
合
戦
で

戦
死
し
た
熊
谷
元
直
の
腕
を
妻
が
戦
場
か
ら
持
ち
帰
り
清
め
た
と
い
う
伝
説

が
あ
る
。
戦
死
し
た
元
直
の
亡
骸
を
放
棄
し
た
ま
ま
帰
っ
て
き
た
家
臣
に
怒

り
を
覚
え
た
妻
が
自
ら
夫
を
探
し
に
戦
地
に
赴
く
。
折
り
重
な
る
死
骸
の
中

で
元
直
の
証
と
な
っ
た
の
が
、
腕
に
残
さ
れ
た
幼
少
時
の
腫
れ
物
の
痕
で
あ

っ
た
。
女
の
身
で
夫
の
遺
骸
を
持
ち
帰
る
こ
と
は
か
な
わ
ず
、
夫
の
腕
の
み

を
切
り
取
り
持
ち
帰
っ
た
。
熊
谷
氏
の
菩
提
寺
で
あ
っ
た
観
音
寺
の
池
で
血

に
ま
み
れ
た
夫
の
腕
を
洗
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
池
は
「
清
泉
」
と
も

「
血
洗
い
の
池
」
と
も
い
い
、
目
を
洗
う
と
眼
病
が
治
る
と
も
伝
え
ら
れ
て

（
”
一

い
る
＆
こ
の
妻
の
名
は
一
説
に
は
蛇
姫
と
い
い
、
清
泉
の
前
に
あ
る
五
輪
塔

の
い
ず
れ
か
に
元
直
の
腕
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
と
目
さ
れ
て
い
る
。
病
平
癒

の
信
仰
は
忠
度
腕
塚
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
家
臣
に
打
ち
捨
て
ら
れ
た
元

直
の
怨
霊
が
御
霊
と
し
て
祭
祀
さ
れ
た
も
の
と
も
い
え
よ
う
か
。
妻
の
名
を

蛇
姫
と
す
る
伝
承
は
、
妻
が
水
辺
で
祭
祀
を
行
う
巫
女
と
み
な
さ
れ
て
い
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。

忠
度
の
み
で
な
く
、
腕
が
祭
祀
さ
れ
る
空
間
は
水
辺
に
存
在
す
る
こ
と
が

ま
ま
あ
る
よ
う
だ
。

水
辺
の
腕
切
り
と
い
っ
て
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
屋
代
本
「
平
家
物
語
」

「
剣
巻
」
の
渡
辺
綱
の
鬼
の
腕
切
で
あ
ろ
う
。
渡
辺
綱
が
一
条
戻
橋
で
出
会

っ
た
艶
な
る
女
を
求
め
ら
れ
る
ま
ま
に
掻
き
抱
き
女
を
五
条
の
渡
に
送
る

と
、
女
は
、
実
は
行
き
先
は
五
条
で
は
な
く
愛
宕
山
だ
と
言
い
出
し
、
綱
の

髻
を
つ
か
ん
で
乾
の
方
角
に
連
れ
て
行
こ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
、

綱
ハ
兼
テ
心
得
タ
リ
ヶ
レ
ハ
、
少
モ
不
↓
騒
、
此
料
ニ
コ
ソ
持
ダ
ル
剣

五
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ナ
レ
ハ
、
帯
ダ
ル
鬚
切
ヲ
サ
ト
抜
テ
、
空
様
二
鬼
ノ
手
ヲ
切
ル
。
キ
リ

ッ
レ
ハ
、
綱
ハ
北
野
ノ
社
ノ
廻
廊
ノ
上
二
動
ト
ソ
落
タ
リ
ヶ
ル
。
鬼
ハ

手
乍
し
被
し
切
、
ア
タ
コ
ノ
山
へ
向
テ
飛
行
ク
コ
ソ
怖
シ
ヶ
レ
。

と
綱
は
鬼
の
腕
を
切
り
北
野
社
の
回
廊
の
上
に
落
と
さ
れ
、
綱
は
安
部
清
明

に
七
日
の
謹
慎
を
申
し
つ
け
ら
れ
る
。
謹
慎
し
て
既
に
六
日
が
過
ぎ
た
競
後

の
晩
に
急
に
養
猷
が
訪
ね
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
綱
は
明
日
ま
で
待
つ
よ
う

頼
ん
だ
も
の
の
、
鬼
で
あ
る
養
母
は
、
切
々
と
綱
の
不
孝
を
訴
え
、
そ
の
日

の
う
ち
に
腕
を
取
り
返
す
。
渡
辺
綱
に
よ
る
鬼
の
腕
切
謹
は
謡
曲
や
御
伽
草

子
に
も
採
用
さ
れ
て
お
り
、
広
く
知
れ
渡
っ
て
い
る
。
各
地
に
も
そ
れ
を
受

↓
一
郡
一

け
た
伝
承
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

鬼
以
外
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
河
童
の
腕
切
伝
承
で
あ
る
。
悪
戯
を
仕
掛

け
た
河
童
の
腕
を
切
り
持
ち
帰
る
と
、
夜
枕
元
に
河
童
が
来
て
腕
を
返
し
て

ほ
し
い
と
請
う
。
切
ら
れ
た
腕
な
ど
取
り
返
し
て
も
ど
う
し
よ
う
も
あ
る
ま

い
と
言
う
と
、
河
童
は
自
分
は
切
ら
れ
た
腕
を
接
ぐ
秘
薬
を
持
っ
て
い
る
、

も
し
腕
を
返
し
て
く
れ
れ
ば
、
対
価
と
し
て
そ
の
秘
薬
を
渡
す
と
申
し
出
る
。

そ
れ
に
応
じ
る
と
取
引
先
の
一
家
は
河
童
の
妙
薬
に
よ
っ
て
裕
福
に
な
る
と

い
う
話
型
で
あ
り
、
河
童
の
登
場
す
る
場
所
は
川
辺
や
側
な
ど
で
あ
る
。

一
例
と
し
て
、
茨
城
県
常
陸
行
方
郡
芹
沢
村
の
手
奪
川
の
伝
承
を
挙
げ
よ

《
飢
甦

う
。
文
化
四
年
二
八
○
七
）
成
立
の
『
水
府
志
料
」
の
行
方
郡
「
手
奪
川
」

の
項
に
、
記
さ
れ
て
い
る
。
芹
澤
隠
岐
守
俊
幹
が
野
田
村
、
鶯
沼
村
か
ら
芹

澤
、
捻
木
両
村
の
間
を
流
れ
る
手
奪
川
に
か
か
る
橋
を
渡
る
と
き
馬
の
尾
に

何
物
か
が
と
り
つ
い
た
の
で
切
り
落
と
す
と
そ
れ
は
河
童
の
腕
で
あ
っ
た
。

そ
の
夜
俊
幹
の
枕
元
に
河
童
が
来
て
、
腕
を
返
せ
ば
、
代
わ
り
に
金
瘡
骨
妙

祭
祀
さ
れ
る
忠
度
の
腕

薬
を
渡
す
と
い
う
。
河
童
の
腕
を
返
し
た
芹
澤
家
に
は
代
々
金
瘡
家
伝
の
妙

法
が
伝
わ
っ
た
。
河
童
の
死
後
、
そ
の
体
が
手
奪
川
の
流
れ
を
逆
流
し
、
與

澤
の
池
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
祠
を
建
て
手
接
明
神
と
し
て
祀
り
、
水

旱
や
疫
疾
に
効
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
伝
承
で
興
味
深
い
の
は
、
河
童
が

登
場
す
る
の
は
川
沿
い
で
あ
り
、
そ
の
死
後
も
川
を
遡
り
屍
が
池
に
留
ま
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
河
童
腕
切
伝
承
で
は
こ
の
よ
う
に
水
辺
に
お
い
て
腕
を
切

ら
れ
る
も
の
が
多
い
。

で
は
、
な
ぜ
鬼
や
河
童
が
腕
を
切
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
訓
一

近
藤
喜
博
は
『
日
本
の
鬼
」
の
中
で
鬼
の
腕
を
切
る
渡
辺
綱
の
渡
辺
党
が

水
霊
へ
の
呪
術
を
行
う
一
族
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
上
で
、

こ
こ
で
古
代
に
お
い
て
水
神
河
神
と
は
何
と
考
え
ら
れ
、
信
じ
ら
れ
て

い
た
か
と
い
う
に
、
綱
の
鬼
退
治
し
た
り
、
斬
っ
た
り
し
た
鬼
類
ど
も

が
、
虚
空
に
昇
っ
た
り
閃
光
を
発
し
た
り
す
る
点
か
ら
考
え
、
そ
の
原

質
は
雷
神
に
よ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
芥
川
に

女
を
す
え
た
男
も
、
喝
欠
を
も
っ
て
外
を
ま
も
り
、
鬼
の
腕
を
格
蔵
し

て
い
る
綱
も
、
部
下
達
を
し
て
虚
空
に
矢
を
射
さ
せ
た
り
す
る
の
だ
っ

た
。
し
か
し
雷
電
は
虚
空
の
猛
威
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
地
上
の
水
波

に
も
と
づ
い
て
循
環
し
て
い
る
。
こ
こ
が
大
き
な
着
眼
点
で
、
し
か
も

そ
の
水
に
は
河
や
海
の
水
霊
が
考
え
ら
れ
、
そ
う
し
た
水
霊
の
姿
は

人
々
を
悩
ま
す
と
信
じ
ら
れ
た
ミ
ズ
チ
で
あ
り
、
蛇
類
で
も
あ
っ
て
、

こ
れ
が
雲
を
起
し
雨
を
降
ら
せ
た
る
根
源
と
さ
れ
た
。

と
鬼
に
水
神
と
し
て
の
性
質
が
あ
る
こ
と
を
考
察
し
て
い
る
。
「
鬼
」
と
い

う
存
在
が
そ
の
性
質
に
お
い
て
水
の
霊
的
な
部
分
を
多
分
に
持
つ
も
の
だ
と

五
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し
た
ら
、
こ
こ
に
河
童
と
の
共
通
点
も
考
え
ら
れ
る
。

河
童
は
水
の
精
霊
で
あ
り
、
水
を
恵
む
こ
と
も
あ
れ
ば
水
に
よ
り
命
を
奪

う
と
怖
れ
ら
れ
た
。
地
方
に
よ
り
呼
び
名
は
違
う
が
九
州
南
部
な
ど
に
お
い

て
は
「
水
神
」
と
呼
び
習
わ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
柳
田
国
男
氏
は
「
河
童

一
別
）

駒
引
」
の
中
で
、

河
童
ノ
威
風
ノ
雄
モ
行
ハ
レ
居
ダ
ル
南
部
九
州
二
於
テ
ハ
、
水
神
ト
云

へ
（
即
チ
河
童
ノ
コ
ト
ナ
リ
。
川
畠
収
穫
ノ
季
節
ニ
ハ
地
面
ノ
西
方
ヲ

一
鎌
ダ
ヶ
苅
残
シ
、
之
ヲ
其
水
神
二
供
フ
ル
慣
習
ア
リ
キ
。
肥
後
ノ
北

部
ニ
在
リ
テ
ハ
河
童
ヲ
モ
水
辺
二
祭
レ
ド
モ
水
神
ハ
河
童
二
有
ズ
。
毎

年
ノ
夏
畠
ノ
初
物
ヲ
串
二
挿
シ
テ
溝
川
ノ
堤
ナ
ド
ニ
立
テ
、
置
ク
。
此

モ
亦
水
神
ノ
信
仰
二
基
ク
モ
ノ
ナ
レ
ド
モ
、
此
ハ
寧
ロ
河
童
二
対
抗
ス

ベ
キ
勢
力
ト
シ
テ
之
ヲ
祭
ル
ガ
如
シ
。
但
シ
河
童
モ
水
ノ
神
モ
共
二
鉄

類
ヲ
忌
ミ
、
水
神
ノ
供
物
ト
河
童
ノ
供
物
ト
ノ
ョ
ク
相
似
タ
ル
ヲ
見
レ

バ
、
本
来
一
ツ
ノ
神
ノ
善
悪
両
面
ガ
双
方
二
対
立
分
化
シ
タ
ル
モ
ノ
ト

解
ス
ル
モ
必
ズ
シ
モ
不
自
然
ナ
ラ
ズ
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
河
童
に
も
や
は
り
水
神
的
要
素
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

河
童
伝
説
の
盛
ん
な
地
と
し
て
知
ら
れ
る
福
岡
県
久
留
米
市
田
主
丸
町

の
観
音
寺
に
は
「
牛
鬼
の
手
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
小
馬
徹
氏
は
「
牛

鬼
の
手
」
と
そ
の
由
来
弾
が
後
世
の
「
河
童
の
手
」
な
ら
び
に
そ
の
由
来

證
の
先
駆
形
態
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
鬼
か
ら
河
童

に
転
換
し
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
両
者
と
も
に
水
神
と
し
て
の
性
格
を
持

一
猫
一

っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
詳
細
な
考
察
を
さ
れ
て
い
る
。
鬼
、
牛
鬼

と
河
童
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
手
や
腕
に
対
す
る
信
仰
が
あ
っ
た
と
す
る

な
ら
ば
、
水
辺
に
祭
祀
さ
れ
る
も
の
と
腕
と
の
か
か
わ
り
も
多
分
に
予
測

で
き
る
だ
ろ
う
３
腕
を
祭
祀
さ
れ
る
場
が
常
に
水
辺
で
あ
っ
た
の
は
、
そ

の
祭
祀
さ
れ
る
腕
が
個
の
性
格
と
い
う
も
の
の
み
で
は
な
く
、
鬼
や
河
童

に
類
す
る
よ
う
な
水
の
神
の
信
仰
も
集
め
て
い
く
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
な
お
か
つ
、
明
石
腕
塚
の
祠
は
か
つ
て
護
穀
神
社
の
境
内
に

あ
っ
た
弁
財
天
の
祠
と
習
合
さ
せ
た
も
の
だ
と
い
い
、
忠
度
の
腕
は
水
辺

に
祭
祀
さ
れ
る
弁
財
天
と
重
な
る
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
た
も
の
だ

と
も
考
え
ら
れ
る
。
熊
谷
元
直
の
腕
を
持
ち
帰
っ
た
妻
蛇
姫
の
名
に
巫
女

性
が
擬
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
腕
を
祭
祀
す
る
場

に
渡
辺
党
の
綱
の
よ
う
な
水
辺
の
祭
祀
を
つ
か
さ
ど
る
シ
ャ
ー
マ
ン
が
腕

塚
の
信
仰
を
支
え
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
鬼
や
河
童
と
い
う
異
の
も
の
と
最
初
に
接
触
す
る
場
と
し
て
橋
が

た
び
た
び
登
場
す
る
。
特
に
屋
代
本
で
登
場
す
る
一
条
戻
り
橋
が
特
に
橋
占

な
ど
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
非
日
常
の
空
間
で
あ
る
境
界
と
し
て
強
く
意
識
さ

れ
る
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
両
馬
川
に
か
け
ら
れ
た
往
還
板
橋
概
念
的
に

近
似
し
た
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
境
界
地
に
身
体
の
一

部
を
埋
め
た
と
さ
れ
る
塚
が
あ
る
現
象
は
Ｈ
本
各
地
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
が
「
腕
」
で
あ
り
、
境
で
あ
る
と
同
時
に
水
辺
の
地
に
埋
め
ら

れ
る
現
象
は
、
綱
に
よ
る
鬼
の
腕
切
以
降
受
け
継
が
れ
た
水
神
の
腕
の
祭
祀

の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
水
神
は
当
然
一
面
と
し
て
疫

神
と
し
て
の
性
格
も
持
ち
合
わ
せ
る
。
忠
度
の
御
霊
と
し
て
祭
祀
さ
れ
疫
神

と
し
て
み
な
さ
れ
る
性
格
が
胴
で
な
く
腕
に
宿
る
の
は
、
腕
に
こ
そ
鬼
や
河

五
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本
稿
で
は
明
洞
の
忠
度
腕
塚
伝
承
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
近
世
以
降
明

石
で
諸
衆
の
信
仰
を
集
め
て
き
た
忠
度
の
腕
塚
が
、
付
近
の
忠
度
塚
よ
り
も

む
し
ろ
御
霊
と
し
て
祭
祀
さ
れ
る
武
将
の
塊
と
し
て
の
性
格
が
強
く
み
ら
れ

る
こ
と
、
か
つ
そ
の
伝
承
が
常
に
向
馬
川
と
い
う
水
辺
に
根
付
い
て
い
た
こ

と
に
満
目
し
た
。
同
時
に
腕
塚
が
あ
っ
た
明
石
は
水
陸
両
面
の
境
界
地
で
あ

り
、
盲
僧
が
足
を
と
め
る
地
で
あ
っ
た
。
忠
度
の
腕
塚
は
そ
う
し
た
水
辺
の

腕
切
の
様
相
を
か
も
し
つ
つ
、
海
の
か
な
た
か
ら
流
れ
つ
く
も
の
を
祀
る
地

に
位
置
し
た
。
こ
う
し
た
原
風
景
を
持
つ
明
石
に
お
い
て
、
忠
度
の
腕
が
な

ぜ
祭
祀
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
、
水
辺
に
腕
を
祭
祀
す
る
と
い
う

習
俗
は
む
し
ろ
渡
辺
綱
に
よ
る
鬼
の
腕
切
證
や
河
童
の
腕
切
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
、
疫
神
と
い
う
性
格
を
持
つ
水
神
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を
考
察
し
た
。
忠
度
の
腕
切
謹
は
鬼
や
河
童
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
き

な
が
ら
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

街
道
沿
い
の
境
界
地
で
あ
り
、
葬
送
の
場
で
も
あ
り
、
シ
ャ
ー
マ
ン
の
集

ま
る
地
で
あ
っ
た
当
伝
承
地
に
お
い
て
忠
度
の
腕
が
祭
祀
さ
れ
る
精
神
風
量

は
、
水
の
神
で
あ
る
鬼
や
河
童
の
腕
を
切
る
話
型
が
基
盤
と
な
っ
て
お
り
、

現
在
に
い
た
る
ま
で
忠
度
の
伝
承
は
当
地
で
語
り
つ
が
れ
て
い
る
。
腕
塚
の

伝
承
は
近
世
ま
で
し
か
た
ど
る
こ
と
が
で
き
ず
、
平
家
物
語
そ
の
も
の
に
影

響
を
及
ぼ
し
た
と
は
い
え
な
い
小
規
模
な
伝
承
で
あ
る
。
で
あ
っ
た
と
し
て

童
の
水
神
的
性
格
が
投
影
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

祭
祀
さ
れ
る
忠
度
の
腕

も
地
方
の
小
さ
な
祠
に
平
家
物
語
あ
る
い
は
鬼
・
河
童
の
腕
切
と
重
ね
あ
わ

さ
れ
る
腕
切
伝
承
、
さ
ら
に
は
異
地
の
モ
ノ
が
祭
祀
さ
れ
る
場
の
問
題
が
重

層
的
に
絡
み
合
い
な
が
ら
忠
度
腕
塚
伝
承
が
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
地
方

の
伝
承
の
問
題
を
捉
え
る
上
で
重
要
な
位
慨
に
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）
本
稿
で
扱
っ
た
「
平
家
物
語
」
諸
本
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

覚
一
本
Ⅱ
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
家
物
語
」
下
巻
（
梶
原
ｆ
昭
・

山
下
宏
明
校
注
、
一
九
九
三
年
一
○
月
、
岩
波
誉
店
）
、
百
二
十
句

本
Ⅱ
新
潮
Ｈ
本
古
典
集
成
『
平
家
物
語
」
下
巻
（
水
原
一
校
注
、
一

九
八
一
年
一
二
月
、
新
潮
社
）
、
屋
代
本
Ⅱ
『
屋
代
本
高
野
本
対
照

平
家
物
語
」
第
三
巻
、
麻
原
美
子
・
春
田
宜
・
松
尾
葦
江
編
、
一
九

九
三
年
六
月
、
新
典
社
、
延
慶
本
Ⅱ
『
延
慶
本
平
家
物
語
」
本
文
編

上
・
下
（
北
原
保
雄
・
小
川
栄
一
編
、
一
九
九
○
年
六
月
、
勉
誠
社
）
、

四
部
合
戦
状
本
Ⅱ
「
訓
読
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
」
（
高
山
利
弘
編
、

一
九
九
五
年
三
月
、
有
精
常
）
、
盛
衰
記
Ⅱ
「
新
定
源
平
盛
衰
記
」
第

五
巻
（
水
原
一
考
定
、
一
九
九
一
年
二
〃
、
新
人
物
往
来
社
）
、
南

都
本
Ⅱ
「
南
都
本
・
南
都
異
本
平
家
物
語
」
下
巻
（
一
九
七
○
年
一

月
、
松
本
隆
信
校
訂
、
汲
古
詳
院
）
、
中
院
本
Ⅱ
「
平
家
物
語
〈
中

院
本
〉
と
研
究
」
（
高
橋
貞
一
編
、
一
九
六
二
年
二
月
、
未
刊
国
文

資
料
刊
行
会
）
、
闘
淨
録
Ⅱ
『
源
平
闘
議
録
」
下
巻
（
福
田
豊
彦
・

服
部
幸
造
編
、
二
○
○
○
年
三
月
十
日
、
講
談
社
）

（
２
）
北
川
忠
彦
「
忠
度
像
の
形
成
」
（
「
国
学
院
雑
誌
」
第
七
十
六
巻

五
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第
九
号
所
収
、
一
九
七
五
年
九
月
一
五
日
、
国
学
院
大
学
）

（
３
）
小
山
弘
志
・
佐
藤
健
一
郎
編
『
謡
曲
集
」
新
編
古
典
文
学
全
集

第
五
十
九
巻
二
九
九
七
年
五
月
、
小
学
館
）

（
４
）
村
尾
一
風
・
山
田
博
宥
『
福
原
び
ん
か
静
み
」
（
延
宝
八
年
（
一

六
八
○
）
。
「
須
磨
寺
御
開
帳
古
俳
書
集
福
原
簑
鏡
・
太
夫
櫻
」

大
谷
篤
蔵
綿
、
一
九
八
四
年
九
月
、
ジ
ュ
ン
ク
堂
書
店
）

（
５
）
仲
彦
三
郎
『
西
摂
大
観
」
郡
部
二
九
一
一
年
一
一
月
、
明
輝

社
。
『
西
摂
大
観
」
郡
部
（
縮
刷
版
）
、
一
九
六
五
年
八
月
所
収
）

（
６
）
秋
里
離
島
「
摂
津
名
所
図
会
」
（
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
。
『
摂

津
名
所
図
会
」
第
三
巻
、
一
九
八
四
年
一
月
、
新
典
社
）

（
７
）
村
上
石
田
・
中
井
藍
江
『
播
磨
名
所
巡
覧
図
会
」
（
文
化
元
年

二
八
○
四
）
。
「
播
州
名
所
巡
覧
図
会
』
井
口
洋
編
、
一
九
七
四
年

二
月
、
柳
原
書
店
）

（
８
）
落
合
長
雄
「
神
戸
市
小
字
名
集
」
（
「
歴
史
と
神
戸
」
第
十
八

巻
第
四
号
、
一
九
七
九
年
八
月
一
Ⅱ
、
神
戸
史
学
会
）
を
参
考

と
し
た
。

（
９
）
「
播
州
明
石
城
図
」
（
大
久
保
時
代
（
一
六
三
九
’
四
九
）
。
『
講

座
明
石
城
史
」
二
○
○
○
年
三
月
、
明
石
市
教
育
委
員
会
）

（
蛆
）
『
摂
津
名
所
地
図
』
（
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
、
神
戸
市
立
中
央

図
書
館
蔵
）

（
皿
）
『
海
瀕
舟
行
図
」
（
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
、
延
宝
八
年
（
一
六

八
○
）
衣
斐
蓋
子
写
図
、
神
戸
市
立
中
央
図
書
館
蔵
）

（
吃
）
太
川
小
左
衛
門
「
采
邑
私
記
」
（
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
、
東

京
国
立
博
物
館
蔵
）

（
過
）
橋
本
海
関
『
明
石
名
勝
古
事
談
」
（
一
九
一
七
年
一
一
月
、

『
明
石
名
勝
古
事
談
」
一
九
七
四
年
七
月
、
橋
本
海
関
、
中
央
印

刷
所
収
）

（
Ｍ
）
『
播
磨
鑑
」
含
播
磨
鑑
（
全
）
摂
陽
群
談
（
上
）
」
ｔ
巻
、
一
九

六
九
年
一
一
月
、
歴
史
図
書
社
）

（
妬
）
白
洲
正
子
「
謡
曲
平
家
物
語
」
（
一
九
九
八
年
二
月
、
講
談
社
）

（
略
）
「
文
久
三
年
明
石
町
旧
全
図
」
（
神
戸
市
立
中
央
図
書
館
蔵
）

（
Ⅳ
）
金
井
智
『
明
石
の
誕
生
』
（
一
九
八
○
年
九
月
、
自
費
出
版
）

（
肥
）
三
木
通
識
『
播
磨
諸
所
随
筆
」
（
延
享
五
年
二
七
四
八
）
。
『
播

陽
万
宝
智
恵
袋
」
巻
之
十
九
、
天
川
友
親
編
、
宝
暦
十
年
二
七

六
○
）
。
『
播
陽
万
宝
智
恵
袋
」
上
巻
、
八
木
哲
治
校
訂
、
一
九
八

八
年
二
月
、
臨
川
書
店
所
収
）

（
的
）
前
掲
注
（
Ｂ
）
に
同
じ
。

（
別
）
花
部
英
雄
「
人
丸
信
仰
と
呪
歌
」
二
呪
歌
と
説
話
ｌ
歌
、
呪
い
、

懸
き
物
の
世
界
ｌ
」
一
九
九
八
年
四
州
、
三
弥
中
書
店
所
収
）

（
別
）
斉
藤
真
編
『
明
石
の
風
物
Ⅱ
」
（
一
九
六
五
年
十
一
月
）

（
〃
）
田
中
久
夫
「
伊
予
河
野
氏
と
平
氏
と
明
石
海
峡
ｌ
大
蔵
谷
の
稲

爪
神
社
と
舞
子
の
山
田
浦
を
中
心
に
ｌ
」
（
「
御
影
史
学
論
集
」
第

二
十
九
号
、
二
○
○
六
年
十
月
）

（
羽
）
大
森
亮
尚
「
柿
本
人
麻
呂
外
伝
ｌ
明
石
人
丸
神
社
と
早
良
廃
太

子
、
及
び
万
葉
集
成
立
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
山
手
国
文
論
孜
」
第

一
号
、
一
九
七
八
年
三
月
）

六
○



（
型
）
鈴
木
祥
一
「
八
木
町
内
の
宝
筐
印
塔
そ
の
他
」
会
郷
士
誌
八
木
」

第
八
号
、
一
九
九
六
年
三
月
、
八
木
史
談
会
）

（
空
吉
田
証
『
ふ
る
さ
と
口
丹
波
風
土
記
」
（
一
九
六
八
年
二
月
、

丹
波
史
研
究
社
）

（
恥
）
『
英
雄
・
怨
霊
平
将
門
～
史
実
と
伝
説
の
系
譜
～
」
（
二
○
○

三
年
五
月
、
千
葉
県
立
大
利
根
博
物
館
）

（
〃
）
『
わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
可
部
」
二
九
八
九
年
七
月
、
三
入
・
可

部
・
亀
山
公
民
館
発
行
）

（
肥
）
『
日
本
昔
話
通
観
』
で
見
る
と
、
秋
田
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
、

群
馬
県
な
ど
に
こ
の
類
話
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
酒
天
童
子
説

話
と
融
合
し
な
が
ら
も
、
鬼
の
腕
を
取
り
返
す
と
こ
ろ
に
主
眼
が

置
か
れ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
「
日
本
昔
話
通
観
秋
川
」
（
稲
田

浩
二
・
小
澤
俊
夫
糊
、
一
九
八
二
年
一
○
月
、
伺
朋
社
）
、
「
Ｈ
本
昔

話
通
観
宮
城
」
（
稲
田
浩
二
・
小
澤
俊
夫
編
、
一
九
八
二
年
四
月
、

同
朋
社
）
、
『
日
本
杵
話
通
観
福
島
県
』
（
稲
田
浩
二
・
小
澤
俊
夫

編
、
一
九
八
五
年
五
月
、
同
朋
社
）
、
『
日
本
昔
話
通
観
栃
木
・
群

馬
』
（
稲
田
浩
二
・
小
澤
俊
夫
編
、
一
九
八
六
年
四
月
、
同
朋
社
）

（
空
小
宮
山
楓
軒
『
水
府
志
料
」
（
文
化
四
年
（
一
八
○
七
）
。
『
茨
城

県
史
料
近
世
地
誌
編
」
一
九
六
八
年
三
月
三
十
一
Ｈ
、
茨
城
県
）

（
釦
）
近
縢
喜
博
「
鬼
の
文
化
史
」
『
日
本
の
鬼
ｌ
Ｈ
本
文
化
探
究
の
視

角
ｌ
』
（
一
九
六
六
年
九
月
、
桜
楓
社
）

（
別
）
柳
田
国
男
「
河
童
駒
引
」
二
山
島
民
謹
集
』
一
九
一
四
年
七
月
、

甲
寅
叢
書
刊
行
所
初
出
、
『
柳
田
国
男
全
集
』
第
二
巻
、
一
九
九
七

祭
祀
さ
れ
る
忠
度
の
腕

年
十
月
二
○
Ｈ
、
柳
田
国
男
、
筑
摩
書
房
所
収
）

（
塊
）
柳
田
国
男
「
河
童
駒
引
」
亀
山
島
民
謹
集
」
一
九
一
四
年
七
月
、

甲
寅
叢
書
刊
行
所
初
出
、
「
柳
田
国
男
全
集
」
第
二
巻
、
一
九
九
七

年
十
月
二
○
日
、
柳
田
国
男
、
筑
摩
書
房
所
収
）

追
記
本
稿
は
卒
業
論
文
と
し
て
執
筆
し
た
も
の
を
伝
承
文
学
研
究
会
関
西

例
会
（
平
成
十
九
年
五
月
）
、
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
第
五
十
一
回
大
会

で
の
口
頭
発
表
を
経
て
、
大
幅
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
ご
教
示
く

だ
さ
い
ま
し
た
諸
先
生
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
の
実
地
調
査
・
資
料
調
査

で
、
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
ご
厚
情
と
貴
重
な
御
教
示
を
く
だ
さ
い
ま
し
た
、
神

戸
市
立
中
央
図
書
館
の
方
々
、
木
村
英
昭
氏
を
は
じ
め
と
し
て
、
ご
当
地
の

皆
様
方
に
、
末
筆
な
が
ら
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
お
お
っ
ぽ
・
ま
い
本
学
博
士
前
期
課
程
）

六
一


