
雨

語」

論

｜
｜
「
怪
異
性
」
を
通
し
て
み
ら
れ
る
秋
成
の
世
界

l
｜

月

物

序

「
雨
月
物
語
」
と
い
え
ば
私
た
ち
は
た
だ
ち
広
係
談
小
説
だ
な
と
思
う
。
そ

し
て
、
そ
の
作
者
上
回
秋
成
と
い
え
ば
、
大
半
の
人
が
ま
ず
「
雨
月
物
語
」
を

想
起
す
る
で
あ
ろ
う
。

事
実
、
「
雨
月
物
語
」
は
上
回
秋
成
の
数
あ
る
作
品
の
中
の
代
表
者
で
あ

り
、
ま
た
係
談
小
説
と
し
て
も
特
異
な
存
在
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
怪
異
小
説
「
雨
月
物
語
」
を
み
る
に
当
っ
て
、
単
な
る
怪
談

小
説
と
し
て
か
た
づ
け
ら
れ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
隔
月
物
語
」
の
伴

異
性
を
ま
っ
た
く
否
定
す
る
つ
も
り
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
「
雨
月
物
語
」
に

怪
談
小
説
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
つ
け
る
前
に
、
は
た
し
て
そ
の
怪
談
小
説

と
い
う
の
が
妥
当
で
あ
る
の
か
ど
う
か
。
怪
談
小
説
だ
と
キ
ツ
パ
リ
い
い
さ
つ

て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
に
至
っ
た
。

私
に
は
「
雨
月
物
語
」
の
全
篇
を
通
し
て
み
ら
れ
る
と
乙
ろ
の
「
怪
異
件
」

の
底
に
、
「
↓
雨
月
物
語
」
の
全
体
が
あ
り
、
そ
こ
に
と
の
「
雨
月
物
語
」
の
作

者
で
あ
る
上
回
秋
成
の
赤
裸
々
な
姿
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

「
雨
月
物
語
」
に
お
い
て
は
「
怪
異
性
」
が
す
べ
て
を
物
語
っ
て
い
る
と
児

佐

イ白

／~ ιム、

子

わ
れ
て
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
「
怪
異
性
」
を
眺
め
て
、

そ
解
明
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

と
の
問
題

本

論

「
南
月
物
語
」
は
九
つ
の
一
知
篤
か
ら
成
り
虫
っ
て
お
り
、
そ
の
す
べ
て
の
篇

に
、
超
現
実
の
世
界
に
関
す
る
説
話
が
典
拠
と
し
て
選
び
と
ら
れ
て
、
怪
異
の

出
現
が
み
ら
れ
る
。

き
て
九
篇
中
に
は
種
々
様
々
な
怪
異
の
描
写
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
す
べ
て

に
お
い
て
、
怪
異
性
は
「
一
雨
月
物
語
」
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
怪
異
性
は
あ
く
ま
で
「
雨

月
物
語
」
を
特
徴
。
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
怪
異
の
現
わ
れ
」
そ
の
も
の
が

こ
の
「
雨
月
物
一
語
」
を
形
作
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
篤
に
は
作
者
秋
成
の
投
影
の
色
濃
い
も
の
が
あ
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
「
雨
月
物
一
泊
」
の
怪
異
性
を
脊
定
す
る
の
か
と
い
え
ば

決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
怪
異
性
は
「
雨
月
物
語
」
の
表
面
に
強
く
現
わ
れ
出

で
た
特
徴
で
あ
っ
て
、
作
者
の
考
え
な
り
そ
強
調
す
る
手
段
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
山
口
剛
氏
は
「
秋
成
は
信
を
守
る
の
筋
を
徽
せ
さ
せ
る
た
め
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に
幽
霊
を
出
現
さ
せ
た
。
と
れ
は
筋
の
運
び
が
お
の
づ
か
ら
さ
う
さ
せ
た
も
の

【
註
一
｝

と
も
考
へ
ら
れ
る
。
」
と
述
ら
べ
て
お
ら
れ
る
。

ま
た
重
友
毅
氏
は
「
諸
問
越
へ
の
真
撃
な
探
究
は
人
間
行
動
の
あ
り
方
に
も

向
け
ら
れ
、
そ
乙
に
さ
び
し
い
侮
理
的
批
判
と
な
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
〈
中

略
）
怪
異
は
あ
る
時
は
誠
実
心
の
高
揚
の
極
と
し
て
、
ま
た
あ
る
時
は
不
誠
尖

心
へ
の
手
ひ
ど
い
懲
罰
と
し
て
出
現
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
読
者
は
そ

と
に
恐
怖
感
に
似
た
、
し
か
し
そ
れ
と
は
別
の
深
い
感
動
に
打
た
れ
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
る
＠
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
視
点
を
据
え
れ
ば
、
怪
異
は
む
し
ろ
作

者
の
倫
理
的
批
判
を
強
調
す
る
た
め
の
方
便
で
あ
っ
た
と
見
る
ζ

と
も
で
き
る

｛
註
三
｝

の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

と
と
で
「
雨
月
物
誼
巴
の
中
に
現
わ
れ
る
陪
民
の
あ
ら
わ
れ
を
み
て
み
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
。

篇

時
代
背
景

はる
や。 ζ

はそれ
り しを
「てみ
白乙る
峯のと
」う

ちい 1－一日一一一 ｜ 
吉でろ l金側蛇磯秀｛曽宮赤上｜怪
備怪ん｜ 良次 木穴皇｜異
津異な卜 ｜ 
の小 形 ｜ I 
釜説の！ リJ女女男男女男男｜別

」と怪ト 一一一一 ｜ 
のし異｜変変変怨糊変震魂怨｜怪
よての｜身身身 身 ！ 
うのあ｜（ （護軍（ 娩主主｜の
な面ら｜金丈蛇 ， ｜ 
怨目ゎ！↓↓↓ ↓ ｜ 
霊をれ l精鬼人 鰍 ！ 
諌最が｜翼）問 ） ｜れ
でもあ｜一一一一一一一一一一ー－ L -
あ発る｜安委 室安平安戦中

売でこ｜車町 町立安町国交
してと！山後 中山中中時後
た いが｜代期 期代期期代期
がるわ i

つのカュ

名

白

峯

菊
花
の
約

浅
茅
が
宿

夢
応
の
鯉
魚

仏

法

僧

吉
備
津
の
釜

蛇

性

の

熔

青

頭

巾

貧

福

論

て
、
単
な
る
山
富
奨
小
説
と
す
る
な
ら
ば
、
怪
異
の
様
相
の
強
く
現
わ
れ
て
い
る

怨
霊
諦
を
多
く
と
っ
た
方
が
、
怪
異
小
説
と
し
て
は
よ
り
効
果
的
で
あ
ろ
う

し
、
ま
た
読
者
（
一
般
大
衆
を
さ
す
〉
の
興
味
を
引
く
た
め
に
も
、
そ
の
方
が

よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
九
篇
中
に
は
怨
霊
諌
は
わ
ず
か
二
篇
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
篇
を
み

わ
た
す
時
、
怪
異
の
要
素
の
極
め
て
少
な
い
も
の
も
あ
る
。

さ
ら
に
怪
異
の
描
写
に
目
を
点
ず
れ
ば
、
怨
震
諦
は
勿
論
の
ζ

と
、
他
の
篤

に
お
い
て
も
‘
自
を
奪
う
だ
け
の
要
素
は
あ
る
。
乙
れ
は
重
友
毅
氏
も
述
べ
て

お
ら
れ
る
よ
う
に
、
作
者
の
技
巧
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
重

友
氏
は
『
秋
成
の
怪
異
描
写
は
、
決
し
て
単
に
彼
の
幻
想
の
測
り
が
た
い
「
霊

能
」
か
ら
お
の
づ
か
ら
に
生
れ
来
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
よ
り

も
、
そ
ζ

に
得
来
っ
た
も
の
を
基
に
、
い
か
に
す
れ
ば
読
者
を
恐
怖
の
底
に
引

き
込
む
べ
く
最
大
の
効
果
を
挙
げ
得
る
か
に
つ
い
て
、
周
到
綿
密
な
知
的
判
断

が
下
さ
れ
た
と
ζ

ろ
に
成
。
立
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
と
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
（
中
略
）
そ
れ
ら
の
資
料
と
な
り
、
典
拠
と
な
っ
た
も
の
は
、
作
者
の

知
的
判
断
に
よ
っ
て
、
適
切
に
整
理
し
、
按
排
せ
ら
れ
て
・
い
は
ば
寸
分
の
隙

（註一三

も
な
い
構
成
の
中
に
：
：
：
（
略
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

事
実
、
「
雨
月
物
語
」
は
描
写
に
中
国
の
白
話
小
説
集
、
日
本
の
古
典
の
資

料
を
駆
使
し
て
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
物
語
の
構
成
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
巻
々
に

は
知
識
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
ら
れ
て
い
る
。

私
は
「
雨
月
物
語
」
の
愛
読
者
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
知
識
を
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
所
謂
知
識
階
級
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
と
思
え
る
。
「
雨
月
物
語
」

の
再
版
も
初
版
か
ら
十
年
ほ
ど
後
の
天
明
七
年
頃
に
だ
さ
れ
て
お
り
、
再
版
後

十
余
年
に
し
て
三
版
も
山
山
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、
相
当
の
知
識
階
級
か
ら
愛
読

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
れ
ら
の
点
か
ら
も
、
「
雨
月
物
語
」
が
い
わ
ば
興
味
本
伎
に
つ
く
ら
れ
た

も
の
で
は
な
く
＼
換
言
す
れ
ば
、
怪
異
小
説
と
し
て
の
存
在
以
上
の
も
の
を
有

し
て
い
る
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

秋
成
の
作
品
を
み
る
と
「
雨
月
物
語
」
以
前
に
「
諸
道
聴
耳
世
間
猿
」
「
刊

間
妾
形
気
」
と
い
う
西
鶴
の
流
れ
を
く
む
気
質
物
、
所
謂
八
交
字
屋
本
と
呼
ば

れ
る
も
の
を
出
版
し
て
い
る
。
「
雨
月
物
語
」
の
序
に
よ
れ
ば
、
「
雨
月
物
語
」

は
明
和
五
年
三
月
に
一
応
成
立
を
み
た
わ
け
で
あ
り
、
「
世
間
妾
形
気
」
が
明

和
四
年
に
成
っ
て
い
る
か
ら
し
て
、
下
度
一
年
余
で
気
質
物
か
ら
怪
異
小
説
へ

の
転
換
を
な
し
え
た
よ
う
に
な
る
。

そ
の
当
時
、
古
く
「
日
本
震
異
記
」
「
今
昔
物
語
集
」
に
も
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
わ
が
悶
に
お
け
る
怪
異
文
学
に
、
中
国
か
ら
の
怪
奇
白
話
小
説
「
前
月
燈

新
話
」
の
及
ぼ
す
と
こ
ろ
と
な
っ
て
、
殊
に
怪
異
文
学
や
怪
異
談
が
流
行
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
怪
異
小
説
の
中
で
、
秋
成
の
「
雨
月
物
語
」
と

い
う
怪
異
小
説
に
大
き
く
影
響
あ
っ
た
の
は
都
賀
庭
鐘
、
別
名
，
近
路
行
者
e

と
称
し
た
人
の
「
英
草
子
」
そ
れ
に
続
く
「
繁
野
話
」
と
一
般
に
い
わ
れ
て
い

る。
乙
の
庭
鐘
の
「
英
草
子
」
「
繁
野
話
」
、
秋
成
の
「
雨
月
物
話
」
も
当
時
の

怪
異
小
説
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
中
国
白
話
小
説
に
そ
の
範
を
仰
い
で
い

る
と
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
「
努
燈
新
話
」
を
中
心
と
し
た
一
連
の
中
間
山

話
小
説
で
あ
る
。

「
江
戸
文
学
研
究
」
の
中
で
山
口
剛
氏
は
秋
成
の
「
雨
月
物
語
」
に
つ
い

て
、
日
さ
う
い
ふ
怪
異
小
説
の
聞
に
於
て
、
最
も
傑
出
し
、
ま
た
最
も
高
い
独

自
性
を
有
す
る
も
の
は
上
回
秋
成
の
「
雨
月
物
語
」
で
あ
る
。
怪
異
小
説
は
ζ

乙
に
至
っ
て
、
そ
の
実
を
現
は
し
た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
（
中
略
）
彼
が
翻

案
の
上
に
立
っ
て
、
更
に
翻
案
を
重
ね
る
が
為
め
に
、
い
よ
い
よ
「
支
那
」
を

遠
ざ
か
っ
て
、
「
秋
成
」
に
迫
る
便
宜
が
な
る
。
「
雨
月
物
語
」
の
光
彩
は
一
に

こ
こ
を
基
準
と
し
て
発
す
る
。
単
な
る
流
行
に
動
か
さ
れ
て
な
し
た
「
雨
月
」

《
註
四
｝

で
は
な
い
ロ
彼
の
全
心
全
霊
が
乙
れ
を
成
し
得
た
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
。

事
実
、
秋
成
に
お
い
て
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
臼
木
化
し
た
よ
う
な
部
分
も
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
ら
に
中
国
的
匂
い
が
多
分
に
あ
る
に
も
か
』
わ
ら
ず
、
秋
成

の
筆
に
な
る
と
、
原
話
よ
り
一
一
層
秀
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
原
話
を
中
国

白
話
小
説
に
と
り
な
が
ら
、
そ
乙
に
は
燦
然
と
秋
成
独
自
の
世
界
が
現
わ
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
秋
成
独
自
の
世
界
と
は
ど
う
い
う
世
界
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

乙
れ
に
つ
い
て
は
秋
成
の
特
異
な
生
い
立
ち
、
そ
れ
に
由
来
す
る
性
情
、
そ
し

て
怪
異
小
説
流
行
の
素
因
を
な
し
た
と
恩
わ
れ
る
時
代
背
景
に
つ
い
て
述
べ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
秋
成
の
生
い
立
ち
で
あ
る
が
、
秋
成
は
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
年
）

大
阪
曽
根
崎
新
地
の
妓
屋
に
、
所
謂
私
生
児
と
し
て
生
れ
た
。
そ
し
て
ま
だ
物

心
っ
か
ぬ
四
才
の
折
に
、
大
阪
堂
島
永
来
町
で
手
広
く
紙
油
商
を
営
ん
で
い
た

上
国
家
の
養
子
と
な
っ
た
。
秋
成
自
身
、
自
像
を
収
め
た
箱
の
蓋
に
「
無
腸
生

浪
輩
、
客
子
京
師
十
六
年
、
無
父
不
知
其
故
、
四
歳
母
亦
捨
、
有
倖
上
田
氏
所

養
」
と
記
し
て
い
る
。
養
家
に
は
秋
成
に
と
っ
て
は
義
理
の
姉
に
あ
た
る
実
子

が
い
た
が
、
養
父
母
と
も
秋
成
を
大
層
か
わ
い
が
っ
た
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
五
才
の
折
、
重
い
痘
療
に
樫
り
、
悪
性
の
も
の
で
一
命
が
危
ぶ
ま

れ
た
。
そ
乙
で
養
父
母
は
そ
の
身
を
案
じ
て
歌
島
の
稲
荷
に
祈
っ
て
助
命
を
請

う
た
。
さ
し
も
の
病
も
全
快
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
秋
成
は
そ
の
病

毒
の
た
め
に
生
れ
も
つ
か
ぬ
片
輪
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
雨
月
物
語
」
の
序

に
、
「
開
校
崎
人
と
れ
を
し
る
す
」
と
署
名
あ
る
の
も
、

ζ

の
病
の
た
め
に
不
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具
と
な
っ
た
指
に
な
ぞ
ら
え
て
い
っ
た
も
の
だ
と
恩
わ
れ
る
。

大
病
し
た
翌
年
、
滋
愛
深
か
っ
た
養
母
を
失
い
、
後
母
が
く
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
彼
女
も
ま
た
慈
愛
深
い
人
で
、
秋
成
は
養
父
母
の
必
慢
の
下
に
か
な
り

我
俸
に
育
っ
た
ら
し
い
．

重
友
毅
氏
は
秋
成
の
暗
い
出
生
と
、
性
格
と
に
つ
い
て
、
『
彼
自
身
の
出
生

に
対
す
る
葉
、
恥
と
苦
闘
と
を
解
決
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
山
由
ヂ
ろ
養
父
母
の

恩
を
感
ず
れ
ば
感
ず
る
ほ
ど
、
そ
こ
に
除
え
難
い
距
離
を
感
じ
、
突
き
離
さ
れ

た
寂
し
さ
を
感
ず
る
彼
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

ζ

れ
も
生
家
に
人

と
な
っ
て
、
卑
し
い
家
業
に
甘
ん
じ
て
ゐ
た
な
ら
、
必
い
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
気

に
し
な
く
て
済
ん
だ
か
も
知
れ
な
い
指
の
不
具
に
対
す
る
引
け
M
や
背
以
た
し

さ
と
相
結
ん
で
、
彼
を
し
て
次
第
に
自
棄
と
反
抗
の
態
度
を
取
ら
し
め
る
に
い
で

（
誌
と

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
－
。

と
の
よ
う
な
生
い
立
ち
の
不
幸
が
、
若
き
日
の
秋
成
に
と
っ
て
、
耐
え
が
た

い
重
荷
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
対
す
る
引
け
悶
か
ら
、
お
の
ず
と
明

る
さ
よ
り
も
附
さ
に
向
う
、
内
向
的
性
抽
柄
、
閉
鎖
的
な
性
格
を
形
作
っ
た
の
で

あ
ろ
う
・

ま
た
ζ

の
附
さ
は
時
代
や
社
会
の
影
響
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

秋
成
が
作
山
そ
・
つ
け
た
一
札
．
戸
時
代
は
一
般
に
町
人
文
化
の
華
々
し
く
咲
い
た
附

代
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
秋
成
が
生
き
た
一
享
保
の
頃
か
ら
、
商
業
柑
神
的

に
基
づ
い
た
同
人
文
化
の
発
展
は
行
き
詰
ま
り
を
み
せ
、
加
え
て
、
亭
保
以
米

の
大
飢
僅
の
波
状
的
襲
米
は
深
刻
な
社
会
問
題
ヘ
と
な
っ
て
い
っ
た
。

秋
成
は
丁
度
こ
の
よ
う
な
、
社
会
に
重
苦
し
い
雰
囲
気
が
謀
っ
て
い
る
時
代

に
町
人
階
級
の
も
っ
と
も
め
い
が
強
か
っ
た
上
方
に
、
町
人
と
し
て
成
長
し
た

の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ

ω時
代
的
な
暗
さ
は
「
雨
月
物
語
」
の
上
に

も
投
影
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
秋
成
が
ル
ん
を
v

つ
け
た
乙
の
近
世
中
期
に
な
っ

て
殊
に
、
怪
異
小
説
の
流
行
を
み
た
の
も
と
の
時
代
的
な
暗
さ
か
ら
納
得
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

堺
光
一
氏
は
時
代
と
怪
異
性
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、
「
こ
の
重
苦
し
さ
の

中
で
な
お
何
ら
か
の
救
い
と
解
放
を
人
聞
は
願
望
す
る
。
そ
し
て
現
実
に
お
い

て
そ
れ
が
求
め
ら
れ
な
い
と
な
る
と
自
然
、
人
聞
は
現
実
の
世
界
を
超
え
た
空

想
の
世
界
に
乙
れ
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
か
h
る
空
想
の
世
界
で
の
自
己
の
願

望
の
充
足
は
真
に
積
極
的
で
な
く
か
っ
不
健
康
で
は
あ
る
が
観
念
的
に
は
重
苦

し
い
人
間
の
虚
無
感
を
一
時
的
に
み
た
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

芯
消
極
的
な
要
求
に
よ
っ
て
、
怪
異
曹
は
生
れ
て
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
は
現
実
に
満
た
し
得
な
い
人
間
性
の
解
放
が
時
間
や
空
聞
を
超
え
て
達
成
さ

れ
る
。
そ
と
で
は
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
規
範
を
無
視
し
て
人
間
の
白
山
な
世
界
が

〈
註
六
V

展
開
す
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

更
に
「
解
釈
と
鑑
賞
」
の
中
で
も
辻
森
秀
英
氏
は
「
宝
腐
元
年
に
将
軍
吉
宗

が
寂
し
、
国
沼
滋
次
時
代
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
幕
府
政
治

の
衰
退
は
併
定
で
き
な
い
と
と
で
あ
り
、
縦
済
は
引
き
詰
っ
て
、
一
冗
疎
時
代
の

よ
う
な
希
望
に
充
ち
た
伎
一
%
を
見
山
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
歩
一
歩
、
文
化
・

文
政
時
代
の
燭
熟
時
代
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
。
沈
滞
と
類
出
関
と
の
中
に
い
て
、

而
も
何
ら
か
の
救
い
と
解
放
を
人
聞
は
求
め
る
筈
で
あ
る
。

覗
実
の
中
に
救
い
が
求
め
ら
れ
な
い
時
、
空
想
の
世
界
に
そ
れ
が
求
め
ら
れ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
而
も
乙
の
時
代
は
、
積
極
的
な
者
望
の
中
に
そ
れ
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
、
い
じ
け
た
、
頚
廃
的
な
も
の
に
し
か
求
め
る
と

円
註
七
】

と
が
で
き
な
い
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
重
許
し
く
押
え
つ
け
ら
れ
た
時
代
の
宗
一
囲
気
・
退
廃
的
で
あ

り
、
威
圧
的
で
あ
り
、
附
い
俗
的
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
秋
成
独
内
の
何
百
異
小
説

を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
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「
一
雨
月
物
語
」
を
そ
の
物
語
の
主
人
公
の
行
動
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
と
こ
ろ

の
信
義
の
世
界
、
反
逆
の
世
界
、
人
間
性
本
来
の
世
界
と
し
て
み
る
時
に
、
人

間
秋
成
と
、
以
上
の
よ
う
な
時
代
の
様
相
が
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
雨
月
物
語
」
の
各
地
加
に
摘
さ
だ
さ
れ
て
い
る
時
代
が
近
世
代
に
あ
る
の
で

は
な
く
、
す
べ
て
過
去
す
な
わ
ち
、
中
世
代
を
根
拠
と
し
て
摘
さ
だ
さ
れ
て
い

る
点
か
ら
し
て
も
、
中
世
代
の
方
が
、
秋
成
的
世
界
を
仙
く
の
に
治
し
て
い
た

か
ら
だ
と
も
思
わ
れ
る
。

時
代
此
相
の
及
ば
す
影
響
は
、
秋
成
の
処
女
作
で
あ
る
「
諸
道
聴
耳
悶
問

猿
」
に
ま
つ
わ
る
逸
話
に
も
及
ん
で
い
る
と
思
え
る
。
逸
話
と
は
享
保
二
年

（
一
八

O
一
一
年
）
九
川
六
日
の
旧
宮
仲
出
回
一
か
ら
大
岡
南
畝
宛
の
書
簡
（
南
畝
著

『
一
話
一
二
一
一
に
書
収
）
に
「
一
、
官
間
狙
之
事
、
世
上
に
存
知
候
古
老
甚
だ
稀
に

成
り
、
相
分
り
不
巾
候
故
、
与
芥
に
承
り
懸
り
候
処
、
甚
だ
怒
り
、
剰
へ
絶
交

か
ぎ

に
及
び
巾
候
上
、
い
ろ
い
ろ
と
非
を
荘
り
候
。
」
と
の
一
ー
文
で
あ
る
。

ど
う
し
て
秋
成
が
江
の
気
質
物
の
作
者
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
、
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
が
、
秋
成
は
こ
の
気
質
物
の
作
者
た

忍
こ
と
を
余
程
後
悔
し
て
い
る
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。
秋
成
の
若
い
時
、
か
な

り
の
放
蕩
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
勢
い
で
も
っ
て
、
気
質
物
を
書
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
が
、
そ
う
す
れ
ば
若
い
時
の
道
楽
を
今
さ
ら
思
い
出
し
た
く
な

い
気
持
と
、
そ
の
よ
う
な
世
界
を
嫌
恋
す
る
気
持
ち
が
は
だ
ら
き
か
け
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ロ
気
質
物
の
世
界
は
当
代
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
前
に
挙

げ
た
よ
う
な
退
廃
的
、
世
俗
的
な
も
の
が
満
ち
あ
ふ
れ
で
い
る
。

「
雨
月
物
語
」
が
時
く
魂
の
反
逆
を
描
き
、
あ
る
い
は
秋
成
の
理
怒
の
品
川
界

を
描
い
た
の
だ
と
み
る
時
、
以
上
の
よ
う
な
近
住
中
期
の
時
代
位
相
に
よ
る
も

の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て

R

「
雨
月
物
語
」
を
著
わ
す
と
と
に
よ
っ
て
、

秋
成
が
嫌
っ
た
社
会
、
す
な
わ
ち
重
苦
し
く
、
あ
ま
り
に
も
低
俗
化
し
た
社
会

に
対
し
て
、
自
分
自
身
を
守
り
、
あ
る
い
は
ひ
そ
か
に
自
己
を
慰
め
て
い
た
の

だ
と
思
わ
れ
る
。
「
雨
月
物
語
」
の
な
か
で
秋
成
は
現
実
の
世
界
を
超
越
し

て
、
幻
界
と
い
う
沢
界
を
つ
く
り
あ
げ
た
。
そ
の
世
界
は
現
実
社
会
に
反
逆
し

な
が
ら
も
求
め
た
、
秋
成
の
甥
想
の
性
問
介
で
あ
り
、
ま
た
秋
成
が
現
状
に
甘
ん

じ
さ
れ
ず
に
、
い
た
〉
ま
れ
ず
に
描
い
た
地
で
あ
っ
て
、
い
い
か
え
れ
ば
安
住

の
地
を
み
い
だ
す
べ
く
し
て
描
い
た
陛
界
で
あ
っ
た
。

と
も
か
く
も
、
秋
成
の
人
と
な
っ
た
時
代
位
相
、
環
境
は
秋
成
の
人
格
精
神

形
成
に
多
大
の
影
響
を
与
え
、
更
に
「
雨
月
物
語
」
に
そ
れ
は
受
け
継
が
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
次
に
「
雨
月
物
語
」
を
通
し
て
秋
成
の
性
絡
な
ら
び
に
そ

の
精
神
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

秋
成
の
性
格
は
「
雨
月
物
一
誌
」
の
諸
篤
の
一
応
主
人
公
と
目
さ
れ
る
人
物
の

そ
れ
ぞ
れ
に
投
影
さ
れ
て
い
る
。

先
「
菊
花
の
約
」
で
は
営
段
の
秋
成
の
姿
を
み
る
。
性
絡
的
に
は
侃
和
で
あ

り
、
普
通
の
人
と
比
べ
た
ら
異
常
と
も
思
わ
れ
る
よ
う
な
純
粋
な
人
で
あ
る
。

た
Y
純
粋
な
心
ゆ
え
に
生
一
本
な
と
こ
ろ
も
み
ら
れ
る
。
い
わ
ば
純
情
に
し

て
哲
多
感
な
心
情
の
持
ち
主
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
歩
誤
れ
ば
「
白
峯
」
の

上
皐
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
融
通
の
き
か
な
さ
を
さ
ら
し
だ
す
。
心
が

健
康
で
あ
れ
ば
抱
く
ま
で
も
な
い
妄
執
に
自
ら
を
縛
っ
て
、
苦
し
む
の
で
あ

プ一
d

乙
乙
で
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
森
山
重
雄
氏
の
述
べ
て
お
ら
れ
る
、
秋
成
の

彼
害
者
意
識
と
い
う
考
え
を
も
っ
で
き
た
ら
一
層
理
解
で
き
る
と
思
え
る
。

森
山
重
雄
氏
は
秋
成
の
被
害
者
意
識
と
加
害
者
意
識
と
し
て
、
「
秋
成
に
は

人
間
も
動
物
も
神
も
断
霊
も
み
な
同
一
で
あ
っ
た
。
牛
一
あ
る
も
の
に
と
っ
て

は
現
世
と
そ
幽
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
み
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
世
と
い
う
幽
界

に
は
い
く
た
の
加
害
者
と
、
さ
ら
に
多
い
被
害
者
と
が
充
満
し
て
お
り
、
た
ま
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た
ま
ぞ
の
矛
盾
の
尖
鋭
に
あ
ら
わ
れ
る
場
合
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
暦
史
上
で
あ

ろ
う
と
ま
た
現
代
の
で
き
ど
と
で
喝
ろ
う
と
、
秋
成
は
そ
乙
に
物
語
結
実
の
素

材
を
み
い
だ
し
た
。
ハ
中
略
）

こ
と
に
秋
成
は
知
識
人
が
世
の
商
業
主
義
に
感
染
し
、
玩
物
喪
士
山
の
徒
と
な

り
さ
が
っ
て
い
る
の
を
嫌
悪
し
、
と
れ
に
は
げ
し
い
批
判
の
ζ

と
ば
を
な
げ
つ

け
る
と
と
も
に
、
さ
げ
す
み
の
娘
で
自
己
を
こ
う
し
た
現
実
か
ら
駿
拒
し
よ
う

と
す
る
。
秋
成
の
ζ

の
対
社
会
へ
の
議
離
は
逆
に
お
の
れ
が
人
生
や
社
会
か
ら

｛
註
八
V

加
害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
宿
命
的
な
観
念
を
育
て
て
い
っ
た
。
」
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
。

こ
の
森
山
氏
の
い
わ
れ
る
被
害
者
意
識
が
、
「
白
峯
」
の
上
皇
を
形
成
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
被
害
者
意
識
は
絶
え
ず
働
き
、
加
害
者
に
対
し
て
‘
そ
の
意

識
は
怨
恨
と
し
て
し
か
境
わ
し
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
被
害
者
意
識
が
お
の
づ

と
妄
執
ヘ
と
誘
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
被
害
者
意
識
の
た
め
に
、
秋

成
は
現
実
社
会
と
の
接
触
に
お
い
て
苦
し
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

私
に
は
ζ

の
被
害
者
意
識
が
秋
成
の
暗
い
生
い
立
ち
、
指
の
不
具
に
因
を
発

し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
秋
成
は
本
来
、
素
直
な
人
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
、
同
払
生
児
と
し
て
の
出
生
、
指
の
不
具
な
ど
幼
年
時
代
の
不
幸
が
次
第

に
純
粋
な
心
不
｝
蝕
ば
み
は
じ
め
、
不
幸
な
で
き
ご
と
に
対
す
る
ひ
け
自
と
共

に
、
そ
の
純
山
内
帆
日
比
識
を
募
ら
せ
、
他
へ
の
反
逆
へ
と
向
っ
て
い
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。い

う
な
ら
ば
、
秋
成
の
幼
年
時
の
不
幸
に
対
す
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
秋
成

本
来
の
直
き
心
に
は
た
ら
き
か
け
、
そ
の
性
情
の
純
粋
ゆ
え
に
、
秋
成
を
苦
し

め
傷
つ
け
、
排
他
的
な
人
間
に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
雨
月
物
語
」
が
成
っ
た
の
も
秋
成
の
満
さ
れ
な
い
心
か
ら
だ
と
料
わ
れ

る
。
暗
い
生
い
文
ち
に
劣
等
安
感
じ
、
そ
の
や
り
場
の
な
い
憤
り
に
さ
ら
に
退

廃
的
な
社
会
、
み
に
く
い
人
間
関
係
な
ど
と
、
秋
成
の
化
な
精
神
を
い
た
め
つ

け
る
s

そ
の
よ
う
な
た
た
き
の
め
さ
れ
た
心
を
反
逆
に
転
じ
て
唯
一
の
安
息
所

を
「
雨
月
」
の
中
に
み
い
だ
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
秋
成
の
性
格
と
い
え
ば
、
偏
狭
執
動
に
し
て
頑
僻
間
隔
な
る
性
質
と

か
、
調
介
な
性
格
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
棉
介
だ
と
い
ろ
性
格
の
底
に

は
秋
成
の
悲
し
み
を
隠
し
た
強
が
り
の
虚
勢
が
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
て
な
ら
な

’lv 

ま

め

と

本
論
で
、
「
雨
月
物
語
」
の
怪
異
性
に
つ
い
て
、
そ
れ
と
共
に
作
者
秋
成
に

つ
い
て
考
え
て
き
た
け
れ
ど
も
、
終
極
的
に
は
、
怪
異
は
秋
成
の
思
想
に
つ
な

が
る
も
の
で
あ
る
と
忠
え
る
。
当
時
が
ち
ょ
う
ど
係
異
小
説
の
流
行
期
に
あ
た

っ
て
い
て
、
秋
成
も
そ
の
流
行
に
便
乗
し
た
と
し
て
も
、
「
一
雨
月
物
語
」
は
単

な
る
悦
奥
小
説
と
は
異
っ
て
い
る
。
「
同
月
物
語
」
の
本
質
か
ら
み
れ
ば
、
怪

川
火
性
は
秋
成
の
魂
を
現
わ
す
手
段
で
あ
り
、
い
っ
そ
う
そ
れ
を
強
調
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。

「
雨
月
物
語
」
は
作
者
秋
成

ω人
と
な
っ
た
重
苦
し
く
暗
い
時
代
に
、
俗
化

し
は
て
、
す
っ
か
り
退
廃
化
し
た
秋
成
自
身
を
も
介
む
町
入
社
会
に
反
逆
し
、

秋
成
本
来
の
性
情
で
あ
る
「
直
き
心
」
を
現
わ
す
一
泊
料
で
の
開
似
の
世
界

を
、
思
く
い
う
な
ら
ば
逃
避
の
世
界
を
描
い
た
に
す
ぎ
な
い
白
そ
し
て
特
異
性

は
そ
の
よ
う
な
時
代
に
、
環
境
に
押
し
ひ
し
が
れ
て
、
深
い
傷
を
負
っ
た
秋
成

の
魂
の
叫
ぴ
を
現
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
現
実
で
は
あ
ら
わ
せ
ら
れ
な
い
秋
成

の
心
の
わ
だ
か
ま
り
を
、
側
凶
作
に
託
し
て
、
そ
の
悲
痛
な
魂
の
発
露
を
試
み
た

の
で
あ
る
。
そ
の
悲
痛
な
魂
の
ほ
と
ば
し
り
を
、
解
放
を
摘
く
の
に
も
っ
と
も

有
効
な
手
段
で
あ
っ
た
の
が
、

w
l
時
流
行
の
係
異
で
あ
っ
た
。
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こ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
怪
異
小
説
「
雨
月
物
語
」
は
単
な
る
怪
談
小
説
で

は
な
く
、
封
建
時
代
に
生
を
つ
け
、
時
代
環
境
に
と
け
と
み
き
れ
な
か
っ
た
一

人
の
人
物
の
、
孤
高
に
し
て
み
い
出
し
た
理
想
の
境
地
の
、
や
が
て
は
そ
の
涜

に
到
達
せ
ん
と
し
て
、
あ
え
い
で
い
る
あ
る
過
程
の
な
か
の
一
過
程
の
現
わ
れ

と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

詑
一
、
山
口
剛
著
「
江
戸
文
学
の
研
究
」

土

文

の

持

屋

明

(;i: 

め

じ

土
屋
文
明
は
周
知
の
如
く
ア
ラ
ラ
ギ
派
の
歌
人
で
あ
り
、
そ
の
主
張
す
る
と

こ
ろ
は
、
い
わ
ゆ
る
万
葉
調
的
な
写
実
主
義
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
乙
の
写
実

主
義
は
時
に
、
行
情
と
相
反
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
り
す
る
。
が
、
そ
れ
は

ま
ち
が
っ
た
認
識
で
あ
る
。
塩
川
情
と
は
狭
義
の
成
j

情
、
即
ち
情
緒
だ
け
を
行
べ

る
こ
と
で
は
な
く
、
広
義
の
感
情
の
感
じ
、
即
ち
直
感
、
体
感
、
経
験
、
意
識

な
ど
を
符
べ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
行
情
、
そ
れ
は
情
緒
の
感

慨J

的
な
静
な
る
趣
き
の
表
出
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
感
情
」
を
行
べ
る
こ
と

な
の
だ
。

従
っ
て
、
文
明
氏
の
作
品
が
一
短
歌
で
あ
る
限
り
、
た
と
ヌ
そ
れ
が
写
実
主
義

註
二
、
霊
友
毅
著
「
雨
月
物
語
の
研
究
」

註
コ
一
、
前
に
向
。

註
問
、
山
口
剛
著
「
江
戸
文
学
研
究
」

註
五
、
重
友
毅
著
「
雨
月
物
語
の
研
究
」

註
六
、
堺
光
一
著
「
上
回
秋
成
」

註
七
、
解
釈
と
鑑
賞

註
八
、
森
山
重
雄
著
「
封
建
庶
民
文
学

ω研
究
」

’情

）｜｜ 

江
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子

と
い
わ
れ
で
も
、
そ
こ
に
行
情
と
い
惨
つ
こ
と
を
安
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
。

そ
ζ

で
こ
乙
で
は
、
と
の
文
明
氏
の
短
歌
の
汗
情
の
特
色
を
み
て
ゆ
き
た

J
V
 （

I
）
慣
れ
情
の
方
法
高
に
お
り
る
特
色

ア
ラ
ラ
ギ
派
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
と
同
時
に
、
文
明
氏
自
身
の
歌
風
の
特

色
に
な
っ
て
い
る
と
と
に
「
写
実
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

ζ

の
「
写
実
L

と

は
文
字
ど
お
り
「
実
を
写
す
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
何
も
ア
ラ
ラ
ギ
派
に
限

っ
た
と
と
で
は
な
く
、
浪
漫
派
、
更
に
文
学
全
体
に
つ
い
て
い
え
る
と
と
で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
主
義
主
張
に
よ
っ
て
「
実
」
な
る
も
の
が
変
っ

て
く
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ア
ラ
ラ
ギ
派
の
い
う
「
実
」
と
は
「
対
象
」
、


