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は
じ
め
に

　

火
野
葦
平
は
、
河
童
は
昔
か
ら
自
分
に
と
っ
て
は
、
文
学
と
き
り
は
な

せ
な
い
切
実
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
て
、
数
多
く
の
河
童
に
ま

つ
わ
る
、
エ
ッ
セ
イ
、
小
説
、
童
話
な
ど
を
書
い
て
い
る
。
河
童
小
説
を

集
め
た
『
伝
説
』（
昭
和
一
六
年
五
月
、小
山
書
店
）『
河
童
曼
陀
羅
』（
昭

和
三
二
年
五
月
、四
季
社
）『
河
童
』（
昭
和
二
八
年
五
月
、早
川
書
房
）
や
、

エ
ッ
セ
イ
集
『
河
童
昇
天
』（
昭
和
一
五
年
四
月
、改
造
社
）『
河
童
会
議
』

（
昭
和
三
三
年
四
月
、文
芸
春
秋
新
社
）な
ど
記
せ
ば
き
り
が
な
い
ほ
ど
だ
。

戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
河
童
の
執
筆
は
ず
っ
と
続
け
て
お
り
、
葦
平
に

と
っ
て
河
童
と
い
う
伝
説
の
妖
怪
を
主
人
公
に
物
語
を
描
く
こ
と
は
、
ラ

イ
フ
ワ
ー
ク
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。さ
て
葦
平
の
弟
の
玉
井
政
雄
は
、『
兄
・

火
野
葦
平
私
記
』
の
中
で
、
小
さ
い
頃
よ
く
父
が
葦
平
と
弟
に
河
童
の
話

を
し
て
く
れ
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　

兄
や
私
が
小
学
生
の
こ
ろ
、
父
は
ふ
た
り
を
寝
床
の
な
か
に
抱
き

い
れ
、
狸
や
も
も
ん
が
あ
や

4

4

4

4

4

4

河
童
の
話
を
す
る
。
父
の
河
童
は
、
左

手
を
体
内
に
ひ
っ
こ
め
る
と
右
手
が
ど
ん
ど
ん
の
び
る
と
い
う
奇
妙

な
や
つ
だ
っ
た
。
人
間
が
ど
こ
ま
で
逃
げ
て
も
伸
び
た
手
が
追
い
か

け
て
く
る
。
父
は
ま
た
、
た
も
ろ

4

4

4

の
話
も
し
た
。（
中
略
）
手
の
の

び
る
河
童
も
た
も
ろ
も
、
父
の
創
作
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
で
あ
っ
た

よ
う
な
気
が
す
る
。
父
の
話
の
お
も
し
ろ
さ
に
釣
ら
れ
て
、
兄
も
私

も
「
も
っ
と
、
も
っ
と
」
と
せ
が
む（

1
（

。

さ
ら
に
玉
井
政
雄
は
、「
父
は
高
塔
山
の
封
じ
釘
の
話
も
し
た
」
と
述

べ
る
。
葦
平
の
生
ま
れ
故
郷
の
北
九
州
市
若
松
に
あ
る
高
塔
山
に
は
現
在

火
野
葦
平
「
蕎
麦
の
花
」
論

―
北
九
州
の
河
童
伝
説
を
ふ
ま
え
て
―

増
　
田
　
周
　
子
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で
も
、「
河
童
封
じ
の
地
蔵
尊
」
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
釘
を
背
中
に

刺
し
た
地
蔵
が
あ
る
。「
高
塔
山
の
封
じ
釘
の
話
」
と
は
、
そ
の
地
蔵
の

由
来
の「
河
童
駒
引
き
伝
説
」の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
地
方
に
伝
わ
る「
河

童
駒
引
き
伝
説
」
と
は
、
河
童
が
馬
を
川
に
引
き
こ
も
う
と
す
る
が
、
庄

屋
に
見
つ
か
っ
て
し
ま
う
。
河
童
が
謝
る
の
で
許
し
て
や
り
、
そ
の
代
わ

り
に
高
塔
山
の
石
地
蔵
に
釘
を
打
ち
込
み
、
そ
の
釘
が
あ
る
間
は
決
し
て

悪
戯
を
し
な
い
と
河
童
に
誓
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た（

2
（

。

　

葦
平
の
兄
弟
は
み
ん
な
父
か
ら
河
童
に
ま
つ
わ
る
伝
説
を
小
さ
い
頃
か

ら
寝
物
語
に
聞
き
、
そ
の
不
思
議
な
妖
怪
に
興
味
を
持
っ
て
い
っ
た
よ
う

だ
。
な
お
、
葦
平
は
、
こ
の
伝
説
を
も
と
に
「
石
と
釘
」
と
い
う
作
品
を

描
い
て
い
る
。
玉
井
政
雄
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　

 「
私
が
河
童
が
好
き
な
の
は
、
小
さ
い
と
き
父
母
か
ら
よ
く
話
を
聞

か
さ
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
」

　
　

と
兄
は
書
い
て
い
る
。
だ
か
ら
、
私
は
、

　
　

 「
兄
が
小
説
家
に
な
っ
た
の
は
父
が
作
り
話
の
名
人
だ
っ
た
か
ら
で

し
ょ
う
」

　
　

冗
談
の
よ
う
に
そ
う
答
え
る
の
で
あ
る（

3
（

。

葦
平
が
河
童
物
語
を
描
き
続
け
る
の
は
、
幼
き
頃
か
ら
の
父
母
の
影
響

が
大
き
い
。
父
か
ら
聞
か
さ
れ
た
創
作
話
が
葦
平
の
中
で
重
要
な
も
の
と

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
父
の
寝
物
語
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
内
に
、
葦
平
自

身
の
創
作
意
欲
を
か
き
た
て
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
毎
年
、
一
月
二
四
日

の
葦
平
の
命
日
に
は
、
高
塔
山
の
「
河
童
封
じ
の
地
蔵
尊
」
の
近
く
の
葦

平
文
学
碑
の
前
で
、
葦
平
忌
が
営
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
フ
ァ
ン
が

葦
平
を
偲
び
、
河
童
共
和
国
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
太
鼓
の
奉
納
が
行
わ
れ

て
い
る
。

さ
て
、
本
稿
で
は
、
数
あ
る
葦
平
の
河
童
小
説
の
う
ち
か
ら
「
蕎
麦
の

花
」
と
い
う
短
編
小
説
を
と
り
あ
げ
る
。

「
蕎
麦
の
花
」
は
昭
和
三
〇
年
四
月
の
『
新
潮
』（
第
五
二
巻
四
号
）
に

発
表
さ
れ
、『
蕎
麦
の
花
』（
昭
和
三
〇
年
六
月
、
河
出
書
房
）
に
収
録
さ

れ
た
。
そ
の
後
、
葦
平
の
生
前
に
は
『
河
童
曼
陀
羅
』（
前
出
）
に
収
録

さ
れ
て
い
る
。
収
録
の
際
に
目
立
っ
た
書
き
変
え
は
な
く
、「
蕎
麦
の
花
」

の
先
行
論
文
も
未
だ
な
い
。

「
蕎
麦
の
花
」
は
、
九
州
地
方
の
河
童
伝
説
を
ふ
ま
え
て
い
る
が
、
伝

承
を
そ
の
ま
ま
描
く
の
で
は
な
く
、
テ
ー
マ
に
応
じ
て
創
作
し
て
い
る
。

ま
た
、
本
作
を
元
に
水
木
し
げ
る
に
よ
り
、
同
名
で
漫
画
化
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
水
木
は
意
図
的
に
葦
平
の
「
蕎
麦
の
花
」
を
変
え
て
創
作
し
て

い
る
。
水
木
作
品
と
比
較
し
、
ま
た
作
品
の
原
話
で
あ
る
北
九
州
の
伝
説

を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
本
作
が
表
す
テ
ー
マ
を
論
じ
て
い
き
た
い
。
な
お
、



361

本
稿
で
は
『
河
童
曼
陀
羅
』（
前
出
）
の
「
蕎
麦
の
花
」
を
テ
ク
ス
ト
と

す
る
。一

、「
蕎
麦
の
花
」
に
お
け
る
海
御
前
伝
説

　　
「
蕎
麦
の
花
」
の
冒
頭
に
は
「
川
面
に

わ
た
る
風
に
乗
つ
て
、
貴
船
神
社
の
方
角

か
ら
太
鼓
の
音
が
聞
え
て
来
る
」
と
書
か

れ
て
い
る
。
こ
の
貴
船
神
社
と
は
、
福
岡

県
行
橋
市
行
事
字
貴
船
に
あ
り
、
水
神
な

ど
を
ま
つ
っ
て
い
る
神
社
で
あ
る
。
伊
東

尾
四
郎
『
京
都
郡
誌
』（

4
（

に
よ
る
と
、
こ
の

神
社
の
起
源
は
「
文
禄
二
年
（1593

）
八

月
当
村
古
賀
九
四
郎
兵
衛
と
い
ふ
者
、
長

門
国
貴
船
神
の
霊
夢
に
感
じ
て
、
創
建
せ

し
が
後
正
保
二
年
（1645

）
に
再
建
せ
り

と
い
ふ
。」（「
本
社
末
社
旧
記
御
改
指
上

帳
」（

5
（

）
と
あ
る
。
神
社
の
写
真
を
あ
げ
て

お
く
。
な
お
、
こ
の
行
事
の
貴
船
神
社
に

は
親
神
社
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
同
じ
く
行

橋
市
行
事
七
―
一
七
―
一
に
あ
る
正
の
宮
正
八
幡
神
社
で
あ
る
。
正
の
宮

正
八
幡
神
社
は
、
森
鷗
外
が
小
倉
滞
在
中
の
明
治
三
四
年
一
一
月
一
五
日

に
訪
れ
た
こ
と
を
『
小
倉
日
記
』
に
記
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
で
も
有
名

で
あ
る
。

続
い
て
作
中
に
は
「
盂
蘭
盆
が
近
づ
い
た
の
で
、
村
の
若
い
男
女
が
社

の
境
内
に
集
ま
つ
て
盆
踊
り
の
稽
古
を
し
て
ゐ
る
ら
し
い
（
中
略
）
香
春

街
道
の
出
は
づ
れ
に
あ
る
庚
申
淵
に
棲
ん
で
ゐ
る
お
染
河
童
に
と
つ
て

は
、年
変
る
ご
と
の
楽
し
み
の
一
つ
で
は
あ
つ
た
」と
あ
る
。お
染
河
童
は
、

「
香
春
街
道
の
出
は
づ
れ
に
あ
る
庚
申
淵
に
棲
ん
で
い
る
」
と
も
あ
る
が
、

香
春
街
道
は
、北
九
州
の
街
道
の
地
名
で
あ
る
。
だ
が
、そ
の「
出
は
づ
れ
」

に
は
、「
庚
申
淵
」
と
い
う
淵
は
な
い
。
庚
申
と
は
、
十
干
と
十
二
支
を

組
み
合
わ
せ
た
も
の
の
第
五
七
番
目
を
指
す（

6
（

。
ま
た
、
庚
申
信
仰
と
は
、

庚
申
の
日
を
禁
忌
と
す
る
信
仰
で
あ
る
。
道
教
の
説
で
、
庚
申
の
夜
、
睡

眠
中
に
体
内
の
三
尸
虫
が
逃
げ
出
し
て
そ
の
人
の
罪
を
天
帝
に
伝
え
る
と

い
う
も
の
で
、虫
が
逃
げ
ぬ
よ
う
に
徹
夜
を
す
る
と
い
う
風
習
で
あ
っ
た
。

こ
の
風
習
が
日
本
で
は
平
安
時
代
に
伝
わ
り
、
そ
の
後
長
く
続
き
、
後
に

サ
ル
を
神
使
と
す
る
山
王
信
仰
と
も
結
び
つ
い
た
と
言
う
。
な
お
、
先
の

貴
船
神
社
の
親
神
社
正
の
宮
正
八
幡
神
社
境
内
に
は
、「
庚
申
塔
」
は
点

在
し
て
い
る（

7
（

。

榊
木
敏
「
伝
説
の
島
原
（
五
）（

8
（

」
に
、
庚
申
神
社
に
ま
つ
わ
る
次
の
よ
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う
な
伝
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
簡
潔
に
説
明
す
る
。
と
あ
る
淵
か

ら
水
を
引
い
て
住
民
が
生
活
し
て
い
た
が
、
あ
る
夏
の
土
用
の
入
り
に
水

が
止
ま
っ
た
の
で
、
庚
申
神
社
に
祈
祷
に
行
く
と
、
三
三
日
目
の
晩
、
夢

に
庚
申
様
が
現
れ
て
、
田
に
水
が
行
か
な
い
の
は
水
神
様
の
祟
り
だ
と

言
っ
た
。
村
人
は
孕
み
女
を
淵
に
入
れ
て
水
神
に
奉
っ
た
。
彼
女
の
恋
人

の
僧
が
彼
女
を
追
っ
て
淵
に
投
身
し
た
。
そ
の
後
、
土
用
の
入
り
か
ら

三
三
日
目
に
淵
か
ら
鐘
が
鳴
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
長
崎
島
原
の

伝
説
で
あ
る
。
水
神
、
す
な
わ
ち
、
河
童
と
庚
申
が
結
び
つ
い
た
伝
説
が

長
崎
に
残
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
伝
説
は
女
と
僧
の
悲
恋
の

物
語
で
あ
る
。
な
ん
ら
か
の
形
で
葦
平
は
こ
の
伝
説
を
知
っ
て
い
て
、
北

九
州
に
は
「
庚
申
淵
」
と
い
う
淵
は
な
い
が
、「
庚
申
淵
」
に
お
染
河
童

が
住
ん
で
い
る
と
い
う
設
定
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
の
ち
に
、
お
染
も
悲

恋
の
運
命
と
な
る
の
で
、
そ
の
伏
線
で
「
庚
申
淵
」
と
し
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
さ
て
、
続
い
て
「
蕎
麦
の
花
」
に
は
こ
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

河
童
も
遊
ぶ
こ
と
が
き
ら
ひ
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
人
間
た
ち
の
や

う
に
か
う
い
ふ
浮
き
浮
き
し
た
度
は
ず
れ
の
祭
は
や
ら
な
い
。
こ
と

に
、
お
染
を
ふ
く
む
北
九
州
界
隈
の
女
河
童
は
、
い
づ
れ
も
源
氏
に

亡
ぼ
さ
れ
て
関
門
海
峡
に
沈
ん
だ
平
家
の
女
官
で
あ
っ
た
か
ら
、
敗

戦
と
滅
亡
の
悲
し
み
が
な
ほ
尾
を
引
き
、
な
に
か
の
歓
楽
に
底
抜
け

に
う
つ
つ
を
抜
か
す
と
い
ふ
気
持
ち
に
な
か
な
か
な
ら
な
い
の
だ
つ

た
。

お
染
河
童
は
、
人
間
の
祭
り
に
憧
れ
な
が
ら
も
、
自
分
た
ち
が
元
は
源

氏
に
亡
ぼ
さ
れ
た
平
家
の
女
官
で
あ
っ
た
こ
と
で
、
悲
し
み
を
常
に
抱
い

て
い
た
。
ま
た
、
き
れ
い
な
娘
に
「
化
け
る
術
」
も
知
ら
な
い
の
で
、
踊

り
の
輪
の
中
に
入
る
こ
と
も
で
き
ず
、
た
だ
、「
変
化
の
法
を
知
ら
な
い

こ
と
に
さ
び
し
さ
を
感
じ
」
な
が
ら
、「
神
社
の
境
内
の
賑
は
ひ
を
眺
め

て
ゐ
た
の
で
あ
る
」。

　

こ
こ
に
あ
る
、「
お
染
を
ふ
く
む
北
九
州
界
隈
の
女
河
童
」
が
「
関
門

海
峡
に
沈
ん
だ
平
家
の
女
官
」
で
あ
る
と
は
何
を
指
す
の
か
。
作
品
は
次

の
よ
う
に
続
く
。

　

壇
の
浦
で
亡
び
た
平
家
一
門
の
う
ち
、
男
は
平
家
蟹
と
な
り
、
女

は
河
童
と
な
つ
た
。
そ
の
女
河
童
た
ち
は
能
登
守
教
経
の
夫
人
で

あ
っ
た
、
海
御
前
に
よ
つ
て
統
率
さ
れ
て
ゐ
る
。
海
御
前
は
門
司
の

大
積
村
に
あ
る
乙
女
岩
に
本
拠
を
か
ま
へ
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
部
下

を
召
集
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
指
示
を
く
だ
す
。
毎
年
六
月
一
日
に
定

期
総
会
が
行
は
れ
た
。
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「
壇
の
浦
で
亡
び
た
平
家
一
門
の
う
ち
、
男
は
平
家
蟹
と
な
り
、
女
は
河

童
と
な
つ
た
。」と
い
う
の
は
、北
九
州
で
昔
か
ら
知
ら
れ
た
伝
説
で
あ
る
。

須
田
元
一
郎
は
「
九
州
北
部
の
伝
説
玩
具
」
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

企
救
郡
松
ヶ
枝
字
村　

大
積
に
天
疫
神
社
と
い
ふ
祠
が
あ
る
。
こ
ゝ

は
、
平
家
の
大
将
能
登
守
教
経
の
奥
方
が
、
壇
の
浦
の
戦
で
破
れ
た

時
波
間
に
投
じ
、
こ
ゝ
の
海
辺
に
流
れ
附
い
た
の
を
、
里
人
が
祀
つ

た
と
謂
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
女
が
神
と
な
つ
て
、
海
御
前
様
と
呼
ば
れ

河
童
の
総
元
締
に
な
つ
た（

9
（

。

平
家
の
勇
猛
な
武
将
能
登
守
教
経
の
奥
方
が
、
入
水
自
殺
を
遂
げ
北

九
州
市
門
司
区
の
大
積
海
岸
に
流
れ
着
き
、
河
童
と
な
っ
て
大
積
天
疫
神

社
に
祀
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
共
に
死
ん
で
女
河
童
と
な
っ
た
も
と
平
家
女

官
た
ち
の
総
大
将
海
御
前
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
葦
平
も
、
こ
の

海
御
前
伝
説
に
興
味
を
持
ち
、
こ
の
伝
説
を
元
に
河
童
小
説
「
海
御
前
」

（『
文
学
界
』
昭
和
二
六
年
一
月
）「
白
き
旗
」（『
新
風
土
』
昭
和
一
五
年

九
月
）
な
ど
を
描
く
と
共
に
、
次
の
エ
ッ
セ
イ
を
残
し
て
い
る
。

大
積
は
門
司
市
街
の
裏
手
に
あ
た
る
さ
び
し
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

こ
こ
の
海
岸
に
、
能
登
守
教
経
の
奥
方
が
屍
体
と
な
つ
て
流
れ
つ
い

た
の
を
、
村
人
が
厚
く
葬
つ
た
。
海
御
前
は
そ
の
化
身
だ
と
い
う
こ

と
に
な
つ
て
い
る
。

　

悲
壮
な
源
平
合
戦
は
さ
ま
ざ
ま
の
美
し
い
物
語
を
生
ん
で
い
る

が
、
一
ノ
谷
、
屋
島
、
壇
ノ
浦
、
と
西
へ
西
へ
と
逃
が
れ
た
平
氏
も
、

つ
い
に
こ
こ
で
亡
び
、
海
底
に
沈
ん
だ
男
た
ち
は
ヘ
イ
ケ
ガ
ニ
と
な

り
女
官
は　

カ
ッ
パ
に
な
つ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
多
く
の

女
カ
ツ
パ
た
ち
は
す
べ
て
海
御
前
の
指
揮
下
に
あ
る
わ
け
だ（

（1
（

。

ち
な
み
に
、
大
積
天
疫
神
社
に
は
今
現
在
も
海
御
前
の
像
が
置
か
れ
て
あ

る
。
こ
れ
ら
の
海
御
前
伝
説
を
本
作
で
も
う
ま
く
作
品
に
登
場
さ
せ
て
い

る
。
作
品
は
以
下
の
よ
う
に
続
く
。

　
　

 

海
御
前
は
そ
の
と
き
ど
き
の
情
勢
に
し
た
が
つ
て
、
い
ろ
い
ろ
の
指

図
を
し
た
が
、
い
つ
の
会
合
の
と
き
に
も
変
ら
ぬ
こ
と
が
一
つ
あ
つ

た
。
そ
れ
は
憎
い
源
氏
に
対
す
る
恨
み
で
あ
る
。（
中
略
）

「
お
前
た
ち
、
な
ん
で
も
か
ん
で
も
源
氏
に
つ
な
が
り
の
あ
る
も
の

に
は
、
か
な
ら
ず
仇
を
討
た
な
い
と
、
平
家
一
門
の
顔
に
か
か
は
る

ぞ
」

　
　

 
と
、
ま
る
で
や
く
ざ
の
女
親
分
の
や
う
に
、
凄
い
啖
呵
を
切
る
の
が

常
で
あ
つ
た
。
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こ
の
部
分
も
、
次
の
伝
説
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　

 

毎
年
五
月
の
節
句
に
な
る
と
、
御
前
様
は
河
童
族
を
集
め
「
今
日
か

ら
お
前
た
ち
を
自
由
に
し
て
や
る
か
ら
、
白
い
も
の
や
笹
に
関
係
あ

る
も
の
に
出
会
っ
た
ら
、
水
中
に
引
き
入
れ
て
し
ま
え
、
た
だ
む
や

み
に
人
間
や
畜
類
の
生
命
を
と
っ
て
は
な
ら
な
い
。
秋
風
が
吹
き
出

し
て
涼
し
く
な
り
ソ
バ
の
花
が
咲
く
こ
ろ
、
急
い
で
戻
っ
て
こ
い
」

と
、
解
放
さ
れ
た
河
童
族
は
、
思
い
思
い
に
川
や
池
の
ほ
と
り
に
出

か
け
、
源
氏
に
関
係
の
あ
る
者
に
害
を
加
え
て
、
秋
に
帰
っ
た
と
き

に
恩
賞
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た（

（（
（

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

平
家
の
旗
印
は
赤
、
源
氏
の
旗
印
は
白
で
あ
る
。
だ
か
ら
平
家
の
末
裔

の
女
河
童
の
頭
領
海
御
前
は
、
も
ろ
も
ろ
の
平
家
一
族
の
女
河
童
を
集
め

て
、
源
氏
に
関
係
す
る
白
い
も
の
を
み
た
ら
、
水
中
に
引
き
ず
り
込
ん
で

溺
死
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
作
品
に
戻
ろ
う
。
お
染
河
童
は
、「
海
御
前
か
ら
特
に
愛
さ
れ

て
ゐ
た
」
た
め
に
、「
関
門
海
峡
の
海
底
か
ら
」
こ
の
庚
申
淵
に
移
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
。
庚
申
淵
は
、
水
が
澄
み
「
青
水
晶
」
の
よ
う
で
餌
も
豊

富
だ
っ
た
た
め
に
、
お
染
河
童
は
、
庚
申
淵
に
越
し
て
き
て
か
ら
一
か
月

も
経
た
ぬ
う
ち
に
「
肥
え
太
つ
た
」。
そ
れ
は
、「
大
勢
ゐ
る
と
か
な
ら
ず

起
る
感
情
問
題
や
い
ざ
こ
ざ
が
」
な
く
、「
の
ん
び
り
と
自
由
だ
っ
た
」

か
ら
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
「
た
だ
一
つ
の
欠
点
は
孤
独
で
あ
る
と
い
ふ
こ

と
だ
け
だ
つ
た
」。

二
、
お
染
河
童
と
与
左
衛
門
狐
と
の
出
会
い

　

作
中
で
は
お
染
河
童
は
、「
心
の
や
さ
し
い
河
童
」と
設
定
さ
れ
て
い
る
。

夏
に
な
っ
て
「
長
峡
川
、
検
地
川
、
庚
申
淵
等
で
泳
ぐ
子
供
た
ち
が
け
つ

し
て
溺
れ
な
い
や
う
に
見
守
つ
た
」。
し
か
し
い
く
ら
気
を
配
っ
て
も
溺

れ
る
こ
と
が
た
ま
に
あ
り
、「
お
染
は
神
通
力
の
恵
ま
れ
て
ゐ
な
い
こ
と

を
悲
し
み
、
死
ん
だ
子
供
の
た
め
に
涙
を
流
し
た
」。
そ
ん
な
お
染
河
童

の
気
持
ち
も
知
ら
ず
人
間
た
ち
は
、「
河
童
の
畜
生
奴
、
子
供
を
引
き
こ

み
や
が
つ
て
」
と
罵
倒
し
た
。
こ
こ
に
あ
る
、
長
峡
川
は
、
現
在
も
福
岡

県
行
橋
市
下
検
地
に
あ
る
こ
と
か
ら
、「
長
峡
川
、
検
地
川
」
は
、
福
岡

県
行
橋
市
の
地
名
と
み
て
間
違
い
な
い
。
福
岡
県
行
橋
市
の
地
名
が
作
中

に
所
々
使
わ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
貴
船
神
社
境
内
の
盆
踊
り
は
夜
更
け
に

な
っ
て
も
益
々
「
賑
は
ひ
を
増
し
て
」
い
た
。
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盂
蘭
盆
に
は
人
間
に
は
特
別
の
楽
し
み
が
あ
る
。
若
い
男
と
女
と
の

自
由
な
交
歓
で
あ
る
。
お
染
も
年
ご
ろ
に
な
つ
て
ゐ
た
か
ら
、
人
間

た
ち
の
さ
う
い
ふ
青
春
の
営
み
を
見
て
心
が
疼
か
な
い
で
も
な
か
つ

た
が
、
自
省
心
に
富
ん
で
ゐ
た
の
で
乱
れ
る
や
う
な
こ
と
は
な
か
つ

た
。

太
鼓
の
音
、
人
間
の
歌
声
の
ど
よ
め
き
が
聞
こ
え
る
中
、
お
染
河
童
は
土

手
に
座
り
膝
を
抱
え
て
こ
の
光
景
を
眺
め
て
い
た
。
ふ
と
一
匹
の
狐
が
こ

ち
ら
に
や
っ
て
来
た
。
お
染
河
童
は
、
奇
妙
な
こ
と
を
や
り
は
じ
め
た
狐

を
隠
れ
て
見
て
い
た
。
狐
は
川
で
顔
を
洗
い
、
水
を
数
滴
飲
ん
だ
。

狐
は
そ
れ
か
ら
北
斗
七
星
を
ふ
り
あ
ふ
い
で
、
な
に
か
を
祈
る
や
う

な
恰
好
を
し
た
。
次
に
は
叢
の
と
こ
ろ
に
行
き
、
し
き
り
に
草
を
引

き
抜
い
て
自
分
の
身
体
に
く
つ
つ
け
は
じ
め
た
。
草
で
身
体
中
が
掩

は
れ
る
ほ
ど
に
な
つ
た
と
き
、
お
染
河
童
は
瞠
目
し
た
。
も
う
そ
こ

に
は
狐
な
ど
は
居
ら
ず
、
一
人
の
美
し
い
青
年
が
立
つ
て
ゐ
る
の
で

あ
つ
た
。元
禄
絵
巻
か
ら
抜
け
出
し
て
来
た
や
う
な
若
衆
で
あ
つ
た
。

狐
は
美
し
い
人
間
の
青
年
に
化
け
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
青
年
は

貴
船
神
社
の
盆
踊
り
を
眺
め
な
が
ら
自
ら
も
踊
り
出
し
た
。
こ
の
北
斗
星

を
仰
い
で
美
し
い
青
年
に
化
け
る
と
い
う
の
は
、
作
者
葦
平
の
若
い
こ
ろ

か
ら
好
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
葦
平
は
、
詩
集
『
青
狐
』（

（1
（

を
発
刊
し
て
い
る

が
、
そ
の
中
の
詩
「
北
斗
星
」
で
、
あ
お
ぎ
つ
ね
が
、「
う
つ
く
し
い
童

子
に
化
け
よ
う
と
思
ふ
」
が
な
か
な
か
北
斗
星
を
見
ら
れ
ず
化
け
ら
れ
な

い
。そ
れ
で
も
諦
め
ず
北
斗
星
を
探
そ
う
と
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。

さ
て
、お
染
河
童
は
「
う
つ
と
り
と
見
と
れ
」、土
手
を
降
り
て
「
今
晩
は
」

と
挨
拶
し
た
。
青
年
は
お
染
河
童
の
事
を
「
性
質
の
や
さ
し
い
、
ま
た
み

め
形
も
美
し
い
女
河
童
」
と
し
て
既
に
知
っ
て
い
た
の
で
「
い
く
ら
か
照

れ
た
」。
そ
し
て
自
ら
狐
は
「
草
野
に
棲
ん
で
い
る
者
で
、
与
左
衛
門
と

申
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
よ
ろ
し
く
」
と
挨
拶
を
し
た
。
続
け
て
、「（
前
略
）

一
度
お
逢
ひ
し
た
い
と
考
へ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
で
し
た
。
今
夜
は
か
ら
ず
も

お
目
に
か
か
れ
て
光
栄
で
す
。
お
つ
き
あ
ひ
願
ひ
ま
す
」
と
述
べ
た
。
お

染
河
童
も
「
こ
ち
ら
こ
そ
」
と
応
じ
、
一
気
に
付
き
合
い
始
め
た
。
こ
う

し
て
、
お
染
河
童
は
、「
一
挙
に
与
左
衛
門
に
よ
つ
て
」
孤
独
か
ら
解
放

さ
れ
た
。
与
左
衛
門
狐
も
「
魅
力
に
富
ん
だ
お
染
を
愛
し
て
、
二
人
の
仲

は
日
と
と
も
に
濃
厚
に
な
つ
て
行
つ
た
。
そ
の
結
合
は
自
然
で
あ
つ
た
」。

お
染
河
童
は
自
分
の
魚
の
よ
う
な
生
臭
い
体
臭
の
た
め
に
嫌
わ
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
悩
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
す
ら
与
左
衛
門
は
気
に
な
る
ど
こ
ろ

か
「
お
染
さ
ん
の
身
体
は
全
体
が
ま
る
で
伽
羅
の
や
う
で
す
ね
。
実
に
す

ば
ら
し
い
匂
ひ
が
す
る
」
と
言
っ
て
「
溺
愛
し
た
」。
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そ
の
匂
ひ
は
か
へ
つ
て
官
能
を
刺
激
す
る
も
の
と
な
つ
て
、
二
人
の

愛
慾
の
い
と
な
み
は
野
放
図
な
ほ
ど
だ
つ
た
。
お
染
は
も
う
盂
蘭
盆

の
人
間
た
ち
の
青
春
図
絵
を
見
て
も
羨
ま
し
が
る
必
要
は
な
く
な
つ

た
。

こ
う
し
て
、
お
染
河
童
と
狐
は
熱
烈
に
愛
し
合
っ
た
。
お
染
河
童
は
「
眷

屬
の
ち
が
ふ
動
物
同
士
の
恋
の
意
味
や
、伝
説
の
掟
の
き
び
し
さ
や
、先
々

の
こ
と
な
ど
、
い
ま
は
な
に
ひ
と
つ
考
へ
る
こ
と
は
せ
ず
、
現
在
の
幸
福

に
溺
れ
き
つ
た
。
お
染
に
は
祕
密
が
で
き
た
の
で
あ
る
」。

さ
て
、
こ
の
話
は
、
実
は
北
九
州
行
橋
市
に
伝
わ
る
伝
説
を
も
と
に
し

て
い
る
の
で
、
そ
の
伝
説
に
つ
い
て
記
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
作
中
の

草
野
と
い
う
地
名
も
、行
橋
市
に
あ
る
場
所
を
指
す
。
京
筑
民
話
の
会『
も

の
が
た
り
京
筑
』
の
光
畑
浩
治
「
与
左
衛
門
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

　
　
　

行
橋
市
草
野
の
正
八
幡
神
社
の
境
内
は
、
大
き
な
楠
や
樫
が
何
本

も
聳
え
、
回
り
の
真
新
し
い
住
宅
街
の
中
に
あ
っ
て
「
神
の
杜
」
に

ふ
さ
わ
し
い
た
た
ず
ま
い
を
見
せ
て
い
る
。
か
つ
て
、
草
野
は
森
と

原
野
と
田
ん
ぼ
で
あ
っ
た
。人
里
離
れ
た
森
の
中
、キ
ツ
ネ
が
居
た
っ

て
不
思
議
は
な
い
。
長
峡
川
の
清
流
に
泳
ぐ
カ
ッ
パ
の
勇
姿
を
夢
み

た
っ
て
、
お
か
し
く
は
な
い
。
そ
ん
な
草
野
の
昔
語
り
に
、
耳
を
傾

け
て
み
た
い
気
が
す
る
。

　
　
　

五
月
の
水
神
祭
が
く
る
と
、門
司
の
大
積
の
海
御
前
の
も
と
か
ら
、

カ
ッ
パ
た
ち
が
い
ろ
ん
な
所
へ
行
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
こ
長
峡
川
に

も
何
匹
も
や
っ
て
き
ま
し
た
。
あ
る
日
、
草
野
の
森
に
棲
む
与
左
衛

門
キ
ツ
ネ
が
川
の
水
を
飲
も
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど
泳
い
で

い
た
カ
ッ
パ
に
出
会
い
ま
し
た
。
名
は
お
染
さ
ん
、
互
い
に
一
目
惚

れ
し
た
与
左
衛
門
と
お
染
の
恋
が
始
ま
り
ま
し
た（

（1
（

。

　

火
野
の
「
蕎
麦
の
花
」
で
も
、
与
左
衛
門
狐
が
水
を
飲
も
う
と
し
た
と

こ
ろ
で
、
お
染
河
童
に
出
会
う
描
写
が
あ
り
、
光
畑
の
言
う
よ
う
な
、
行

橋
市
草
野
に
伝
わ
る
伝
承
を
も
と
に
作
品
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
よ
く
わ

か
る
。三

、
お
染
河
童
と
与
左
衛
門
狐
の
恋
愛
と
与
左
衛
門
狐
の
負
傷

　　

お
染
河
童
と
与
左
衛
門
狐
は
、
恋
に
陥
り
、
頻
繁
に
会
う
が
、
も
っ
ぱ

ら
与
左
衛
門
が
土
産
を
持
っ
て
お
染
河
童
の
住
む
庚
申
淵
を
訪
れ
る
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
土
産
は
人
間
か
ら
奪
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
与
左
衛
門
は
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お
染
が
自
分
の
住
む
草
野
を
訪
れ
る
こ
と
を
嫌
が
り
、
来
な
い
よ
う
に
戒

め
て
い
た
。な
ぜ
な
ら
、「
庚
申
淵
に
は
お
染
以
外
誰
も
ゐ
な
い
け
れ
ど
も
、

草
野
に
は
狐
や
狸
が
た
く
さ
ん
棲
ん
で
ゐ
る
の
で
、
ひ
と
目
に
つ
き
や
す

い
」
か
ら
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、お
染
河
童
は
、時
々
草
野
を
訪
れ
る
。そ
れ
は
嫉
妬
心
か
ら
で
、

「
与
左
衞
門
が
お
染
を
草
野
に
來
た
が
ら
せ
な
い
の
は
、
草
野
に
女
房
が

ゐ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
女
房
で
な
い
ま
で
も
恋
人
で
も
ゐ
る
の
で
は
な

い
か
」と
考
え
た
た
め
で
あ
っ
た
。し
か
し
そ
れ
は
、単
に
お
染
河
童
の「
杞

憂
だ
つ
た
。」「
狐
の
仲
間
に
は
異
類
と
交
歓
し
て
は
な
ら
ぬ
掟
が
あ
つ
た

か
ら
、
与
左
衛
門
は
お
染
と
の
仲
が
ば
れ
る
こ
と
に
戦
線
兢
々
と
し
て
ゐ

た
の
で
あ
る
」。
与
左
衛
門
を
信
用
し
て
い
て
も
、
お
染
河
童
の
恋
心
は

お
さ
ま
ら
ず
「
一
週
間
も
与
左
衞
門
が
姿
を
見
せ
な
い
と
、
お
染
は
矢
も

楯
も
た
ま
ら
な
く
な
つ
て
、
草
野
へ
出
張
し
て
行
く
の
だ
つ
た
」。

さ
て
、
あ
る
三
日
月
の
夜
、
村
の
青
年
に
化
け
た
与
左
衛
門
狐
は
検
地

堤
に
腰
を
お
ろ
し
、
人
間
を
待
っ
て
い
た
。
す
る
と
五
〇
位
の
百
姓
の
酔

漢
が
大
声
で
歌
い
な
が
ら
、
い
か
に
も
豪
華
料
理
が
入
っ
て
い
そ
う
な
大

き
な
折
詰
を
さ
げ
て
や
っ
て
き
た
。「
き
つ
と
ど
こ
か
の
大
家
で
婚
礼
が

あ
つ
た
も
の
に
ち
が
ひ
な
い
」
と
与
左
衛
門
狐
は
酔
っ
払
い
に
声
を
か
け

た
。

「
誰
ぢ
や
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
居
る
と
は
？
」

「
貴
船
の
勝
太
郎
で
す
よ
」

「
貴
船
の
勝
太
郎
が
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
な
に
し
と
る
？
」

「
月
を
見
と
り
ま
す
よ
」

「
月
見
？　

ヘ
ン
、
あ
ん
な
針
金
み
た
よ
な
月
を
見
て
な
ん
す
る
か
」

百
姓
は
、
不
審
に
思
い
、
勝
太
郎
に
化
け
た
与
左
衛
門
狐
を
見
た
。「
た

し
か
に
貴
船
の
勝
太
郎
に
ち
が
ひ
な
い
が
、
そ
の
勝
太
郎
は
川
の
土
堤
に

來
て
月
を
見
る
や
う
な
風
流
な
男
ぢ
や
な
い
。
い
ま
時
分
は
判
子
を
押
し

た
や
う
に
、
こ
の
ご
ろ
村
に
で
き
た
パ
チ
ン
コ
屋
に
ゐ
る
は
ず
だ
。
百
姓

は
こ
の
界
隈
で
よ
く
狐
か
ら
折
詰
を
と
ら
れ
る
噂
を
思
ひ
だ
し
た
。
彼
は

力
自
慢
で
度
胸
も
あ
る
男
だ
つ
た
の
で
、
こ
の
狐
を
ひ
つ
と
ら
へ
て
や
ら

う
と
い
ふ
魂
膽
に
な
つ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
な
に
げ
な
い
様
子
を
装

い
、
折
詰
を
「
お
い
勝
太
郎
、
高
門
の
祝
言
で
た
い
そ
う
な
御
馳
走
を
貰

う
て
來
た
。
ち
い
と
食
は
ん
か
い
」
と
言
い
な
が
ら
、開
け
よ
う
と
し
た
。

与
左
衛
門
狐
も
折
詰
を
狙
っ
て
い
た
の
で
、
渡
り
に
船
と
思
っ
て
、「
油

断
を
し
て
ゐ
た
。
い
き
な
り
つ
か
み
か
か
つ
て
來
た
百
姓
の
た
め
、
わ
け

も
な
く
、
そ
こ
へ
抑
へ
つ
け
ら
れ
た
。
お
ど
ろ
い
て
は
ね
の
け
よ
う
と
し

た
が
、ま
る
で
岩
が
の
し
か
か
つ
て
來
た
や
う
な
糞
力
だ
つ
た
」。そ
し
て
、

あ
っ
け
な
く
組
み
伏
せ
ら
れ
、「
お
さ
へ
つ
け
ら
れ
た
拍
子
に
、
神
通
力
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が
と
け
て
も
と
の
狐
に
も
ど
つ
」
て
し
ま
っ
た
。
人
間
は
、
狐
汁
に
し
て

や
ろ
う
と
「
し
ば
る
た
め
に
自
分
の
帶
を
と
き
は
じ
め
た
」
が
、「
与
左

衛
門
の
頭
に
ぱ
つ
と
お
染
の
顏
が
浮
か
ん
だ
。
す
る
と
身
内
に
猛
然
た
る

勇
気
が
わ
き
で
て
」、「
渾
身
の
力
を
ふ
る
ひ
お
こ
す
と
、
岩
の
重
し
の
や

う
な
百
姓
の
身
体
の
下
か
ら
は
ね
あ
げ
た
」。だ
が
、相
手
も
さ
る
者
で「
狐

を
な
ほ
も
し
つ
か
り
と
掴
ん
で
離
さ
」
ず
、
格
闘
に
な
っ
た
。

二
人
と
も
そ
こ
ら
一
面
に
あ
る
水
た
ま
り
の
中
を
こ
ろ
げ
ま
は
つ

て
、
ず
ぶ
濡
れ
泥
ま
み
れ
に
な
つ
た
。
一
度
百
姓
は
狐
を
深
い
水
た

ま
り
の
な
か
に
押
し
こ
ん
だ
。窒
息
さ
せ
よ
う
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。

与
左
衞
門
は
水
中
で
も
が
き
、
し
た
た
か
に
泥
水
を
飮
ん
だ
。
息
が

と
ま
り
さ
う
だ
つ
た
。
し
か
し
ま
た
お
染
の
こ
と
を
考
へ
る
と
、
必

死
に
な
つ
て
暴
れ
、
や
う
や
く
百
姓
の
手
か
ら
脱
れ
る
こ
と
が
で
き

た
。

こ
う
し
て
、
与
左
衛
門
狐
は
、
や
っ
と
の
思
い
で
人
間
か
ら
逃
れ
、
命
か

ら
が
ら
草
野
の
住
処
に
戻
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

四
、
お
染
河
童
の
看
病
と
与
左
衛
門
狐
の
死

　

与
左
衛
門
狐
が
人
間
と
の
格
闘
の
末
、
怪
我
を
し
た
こ
と
を
全
く
知
ら

な
い
お
染
河
童
は
、
十
日
も
与
左
衛
門
狐
が
や
っ
て
こ
な
い
こ
と
を
不
審

に
思
い
、
止
め
ら
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
草
野
を
訪
れ
る
。
そ
し
て
、

与
左
衛
門
狐
が
「
高
熱
を
発
し
て
寝
こ
ん
で
ゐ
る
の
を
見
て
」
驚
く
。

冷
い
水
た
ま
り
で
泥
水
を
飲
ん
だ
た
め
、
風
邪
を
ひ
き
胃
腸
病
に
か

か
つ
て
ゐ
る
の
だ
つ
た
。
そ
し
て
、
胃
腸
の
方
は
治
つ
た
が
、
風
邪

が
こ
じ
れ
て
肺
炎
を
お
こ
し
て
ゐ
た
。
格
鬪
し
た
と
き
の
傷
痕
が

方
々
に
あ
る
。
与
左
衛
門
は
痩
せ
細
り
、声
に
も
元
気
が
な
か
つ
た
。

お
染
河
童
は
そ
の
姿
を
見
て
泣
き
崩
れ
た
。「
こ
の
災
難
が
自
分
に
御

馳
走
を
あ
た
へ
よ
う
と
い
ふ
」
気
持
ち
か
ら
の
出
来
事
だ
と
分
か
る
と
、

「
ど
ん
な
に
し
て
で
も
自
分
が
与
左
衛
門
の
病
気
を
治
さ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
決
心
し
た
」。
お
染
河
童
は
与
左
衛
門
狐
に
つ
き
っ
き
り
で
看
病
し

た
か
っ
た
が
、
不
可
能
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
草
野
は
普
段
か
ら
人
目
が

多
い
場
所
で
、
そ
の
上
与
左
衛
門
狐
が
負
傷
し
て
か
ら
は
、
身
を
寄
せ
て

い
た
「
叔
父
一
家
の
狐
た
ち
が
入
れ
か
は
り
立
ち
か
は
り
看
病
に
当
つ
て

ゐ
る
た
め
」、
お
染
河
童
も
容
易
に
病
人
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
か
つ
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た
。
そ
こ
で
、「
二
人
は
ち
よ
つ
と
の
隙
を
う
か
が
つ
て
は
あ
わ
て
ふ
た

め
い
た
逢
ひ
び
き
を
し
た
」。

　
　
「 

と
に
か
く
早
く
全
快
し
て
貰
は
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
。
あ
た
し

肺
炎
に
よ
く
利
く
藥
を
持
つ
て
來
て
あ
げ
る
わ
」

　

次
第
に
衰
弱
し
て
死
相
さ
へ
呈
し
は
じ
め
た
恋
人
を
救
う
た
め
に
、
お

染
河
童
は
、
胸
の
病
を
治
す
の
に
効
く
ギ
ン
ギ
ュ
ウ
と
い
う
魚
の
黒
焼
き

を
食
べ
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
ギ
ン
ギ
ュ
ウ
は
、「
は
え
に
ち
よ
つ
と
似

て
ゐ
る
川
魚
」
で
「
二
つ
の
川
に
も
庚
申
淵
に
も
た
く
さ
ん
ゐ
る
。
珍
し

い
魚
で
も
な
ん
で
も
な
い
」。
た
だ
、「
き
び
し
い
伝
説
の
掟
に
し
た
が
つ

て
、
獲
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
」。
な
ぜ
な
ら
、
ギ
ン

ギ
ュ
ウ
は
、
平
家
の
旗
印
の
赤
旗
の
模
様
が
、
胸
鰭
に
あ
る
た
め
、
海
御

前
は
「
わ
が
平
家
に
す
こ
し
で
も
つ
な
が
り
の
あ
る
も
の
は
大
切
に
せ
よ

と
い
ひ
、
こ
れ
を
を
か
す
も
の
は
き
び
し
く
罰
す
る
と
宣
言
し
」、
ギ
ン

ギ
ュ
ウ
を
食
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
統
領
の
言
葉
は
恐
し
い
。
禁
を
を
か
し
た
仲
間
が
た
だ
ち
に
十

日
間
の
絶
食
を
命
ぜ
ら
れ
、
海
御
前
の
笞
に
よ
つ
て
百
た
た
か
れ
た

こ
と
が
数
回
あ
つ
た
。
ギ
ン
ギ
ュ
ウ
の
た
く
さ
ん
ゐ
る
庚
申
淵
に
お

染
が
移
住
さ
せ
ら
れ
た
の
も
、
お
染
が
禁
を
破
る
や
う
な
女
で
は
な

い
こ
と
を
信
用
さ
れ
た
う
へ
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
し

か
し
、
今
お
染
は
恋
人
の
命
を
救
ふ
た
め
、
悲
壯
の
覚
悟
を
し
た
の

で
あ
つ
た
。

　

お
染
河
童
は
、
禁
を
お
か
し
て
ギ
ン
ギ
ュ
ウ
を
と
っ
て
黒
焼
き
の
薬
に

し
、
草
野
の
与
左
衛
門
狐
に
運
ん
で
行
っ
た
。「
效
果
は
て
き
め
ん
だ
つ

た
。亡
靈
の
ご
と
く
痩
せ
細
つ
て
ゐ
た
恋
人
は
し
だ
い
に
元
氣
を
恢
復
し
、

熱
も
下
が
つ
て
來
た
」。
か
な
り
回
復
し
た
与
左
衛
門
狐
は
、
お
染
河
童

の
心
づ
く
し
を
き
っ
と
叔
父
も
分
か
っ
て
結
婚
を
許
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う

と
、
お
染
河
童
に
プ
ロ
ポ
ー
ズ
し
た
。
だ
が
お
染
河
童
は
、

「
ち
よ
つ
と
待
つ
て
頂
戴
、
あ
た
し
に
も
、
す
こ
し
考
へ
さ
せ
て
」

「
う
ん
、
無
論
、
君
の
た
め
を
思
つ
て
の
こ
と
だ
か
ら
、
君
に
も
よ

く
考
へ
て
貰
は
な
く
ち
や
な
ら
ん
」

「
あ
た
し
の
決
心
が
き
ま
る
ま
で
は
、
叔
父
さ
ん
に
は
絶
對
に
話
さ

な
い
や
う
に
し
て
ね
」
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と
結
婚
に
は
躊
躇
し
た
。
お
染
河
童
は
、
結
婚
な
ど
「
形
式
主
義
だ
。
人

間
は
形
式
主
義
が
好
き
だ
か
ら
、
馬
鹿
々
々
し
く
派
手
な
婚
礼
騷
ぎ
を
す

る
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
愚
劣
な
こ
と
が
自
分
た
ち
に
必
要
だ
と
は
思
は
な

か
つ
た
」
の
で
あ
る
。
お
染
河
童
は
、楽
し
い
逢
引
き
が
で
き
る
だ
け
で
、

「
孤
獨
か
ら
解
放
さ
れ
、
し
み
じ
み
と
生
き
甲
斐
を
感
じ
て
ゐ
る
」。
も
し

も
結
婚
な
ど
す
れ
ば
、「
こ
れ
ま
で
の
罪
が
み
な
ば
れ
る
。
お
染
は
そ
れ

が
恐
し
か
つ
た
。
彼
女
は
い
ま
の
ま
ま
美
し
い
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
通
し
て
ゐ

た
い
の
で
あ
る
」。
そ
う
し
て
お
染
河
童
は
キ
ン
ギ
ュ
ウ
の
黒
焼
き
薬
を

せ
っ
せ
と
与
左
衛
門
狐
に
届
け
た
。

ギ
ン
ギ
キ
ュ
ウ
の
效
果
は
て
き
め
ん
で
あ
つ
た
が
、
全
快
す
る
ま
で

に
は
一
つ
の
副
作
用
が
あ
つ
た
。ギ
ン
ギ
ュ
ウ
の
た
め
黴
菌
が
死
に
、

肺
が
正
常
な
活
躍
に
か
へ
る
前
後
、
は
げ
し
い
咳
が
出
る
。
こ
れ
を

越
せ
ば
全
治
す
る
（
中
略
）
与
左
衞
門
に
も
恢
復
期
が
來
て
、
は
げ

し
い
咳
が
出
は
じ
め
た
。
コ
ン
コ
ン
コ
ン
コ
ン
と
、
の
べ
つ
幕
な
し

に
出
る
。
お
さ
へ
よ
う
と
し
て
も
止
ま
ら
な
い
し
、
努
力
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
声
が
高
く
な
る
。

連
続
す
る
咳
の
声
の
た
め
に
、
遂
に
附
近
の
人
間
た
ち
に
気
づ
か
れ
た
。

「（
前
略
）
狐
ぢ
や
。
悪
戯
ば
つ
か
り
す
る
狐
の
奴
、
ど
こ
に
棲
ん
ど

り
や
が
る
か
と
思
う
と
つ
た
ら
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
の
穴
に
居
や
が
つ

た
ん
ぢ
や
な
」

「
い
つ
か
権
六
お
つ
さ
ん
が
高
門
の
祝
言
の
帰
り
に
捕
ま
へ
損
う
た
と

話
し
よ
つ
た
が
、あ
の
い
た
づ
ら
狐
に
ち
が
は
ん
。今
度
は
逃
が
す
な
」

　

こ
う
し
て
、
村
の
靑
年
た
ち
は
、
狐
征
伐
の
た
め
、
穴
の
ま
は
り
に
網

を
張
り
め
ぐ
ら
し
、
穴
か
ら
出
て
も
逃
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
た
。
そ
れ

か
ら
穴
の
前
に
生
柴
を
積
み
火
を
つ
け
、
与
左
衛
門
狐
を
燻
り
だ
し
た
。

与
左
衛
門
狐
は
煙
に
む
せ
、
と
う
と
う
穴
か
ら
飛
び
出
し
て
し
ま
っ
た
。

す
る
と
、
青
年
た
ち
に
棍
棒
で
殴
ら
れ
「
血
へ
ど
を
吐
い
て
死
ん
で
し
ま

つ
た
」
の
で
あ
っ
た
。

五
、
北
九
州
市
行
橋
の
伝
説
と
火
野
葦
平
「
蕎
麦
の
花
」

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
、「
蕎
麦
の
花
」
に
お
け
る
お
染
河
童
と
与
左
衛
門

狐
の
悲
恋
の
物
語
に
つ
い
て
説
明
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
は
、

行
橋
市
に
伝
わ
る
河
童
の
伝
説
を
も
と
に
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。

本
章
で
は
そ
の
伝
説
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
記
し
て
み
る
。
先
に
あ
げ
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た
光
畑
浩
治
「
与
左
衛
門
」
で
は
、
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

　

長
峡
の
河
原
で
、草
野
の
森
で
、愛
を
語
り
心
を
許
す
毎
日
を
送
っ

て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
蒸
し
暑
い
夏
の
夜
、
川
で
一
緒
に
泳
い
だ

あ
と
運
悪
く
与
左
衛
門
が
風
邪
を
ひ
い
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
コ

ン
コ
ン
と
咳
を
す
る
の
を
見
か
ね
た
お
染
さ
ん
は
、
い
い
薬
は
な
い

か
と
あ
ち
こ
ち
捜
し
回
り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
川
で
捕
れ
る
ギ

ン
ギ
ュ
ー
と
い
う
魚
の
黒
焼
き
が
よ
く
効
く
と
聞
い
て
何
匹
も
ギ
ン

ギ
ュ
ー
を
捕
っ
て
看
病
を
続
け
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
ひ

と
も
う
ら
や
む
ば
か
り
の
仲
睦
ま
じ
い
様
子
が
見
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

　

し
か
し
、
笹
リ
ン
ド
ウ
や
ソ
バ
の
花
の
咲
く
九
月
に
な
る
と
、
悲

し
い
日
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
カ
ッ
パ
の
元
締
め
の
海
御
前
は
平
家

の
女
性
な
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
ソ
バ
の
白
い
花
が
次
つ
ぎ
に
咲

く
の
は
、
源
氏
の
軍
勢
が
攻
め
寄
せ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の

季
節
に
は
、
カ
ッ
パ
た
ち
は
海
御
前
の
も
と
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

愛
す
る
同
士
の
別
れ
で
す
か
ら
、心
も
濡
れ
て
涙
も
出
ま
し
ょ
う
。

別
れ
の
そ
の
夜
は
、
貴
船
神
社
の
お
祭
り
で
す
。
お
染
は
、
人
び
と

の
に
ぎ
わ
い
と
、
明
る
く
揺
れ
る
ぼ
ん
ぼ
り
の
灯
に
送
ら
れ
て
、
長
峡

川
を
下
っ
て
行
き
ま
し
た
。
最
後
の
逢
瀬
の
思
い
出
を
胸
に
刻
ん
で
。

　

光
畑
に
よ
る
と
、
こ
の
伝
説
が
行
橋
市
に
古
く
か
ら
口
づ
て
に
伝
わ
っ

て
い
た
が
、残
さ
な
い
と
行
け
な
い
と
考
え
、京
筑
民
話
の
会
の
メ
ン
バ
ー

と
共
に
『
朝
日
新
聞
』
に
連
載
し
、『
も
の
が
た
り
京
筑
』
と
い
う
本
に

収
載
し
た
と
い
う
。
葦
平
も
行
橋
市
に
近
い
北
九
州
地
域
に
住
ん
で
い
る

の
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
伝
説
を
口
づ
て
に
聞
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ

こ
の
伝
説
は
、葦
平
の
「
蕎
麦
の
花
」
と
は
か
な
り
異
な
る
内
容
で
あ
る
。

与
左
衛
門
狐
と
お
染
河
童
が
恋
を
す
る
の
は
「
蕎
麦
の
花
」
と
同
じ
だ

が
、
伝
説
で
は
、「
川
で
一
緒
に
泳
い
だ
あ
と
運
悪
く
与
左
衛
門
が
風
邪

を
ひ
い
」
た
た
め
に
、お
染
河
童
が
「
ギ
ン
ギ
ュ
ー
と
い
う
魚
の
黒
焼
き
」

を
与
左
衛
門
狐
に
食
べ
さ
せ
、
看
病
を
す
る
と
い
う
話
だ
。「
蕎
麦
の
花
」

の
よ
う
に
、
与
左
衛
門
狐
が
人
間
に
殴
ら
れ
負
傷
し
て
肺
を
悪
く
し
、
お

染
河
童
が
看
病
す
る
話
で
は
な
い
。
ま
た
「
蕎
麦
の
花
」
で
の
、
与
左
衛

門
狐
が
よ
う
や
く
回
復
し
た
後
、
人
間
に
燻
し
出
さ
れ
て
殺
さ
れ
る
と
い

う
悲
劇
的
な
結
末
は
伝
説
に
は
な
い
。
伝
説
で
は
、
蕎
麦
の
白
い
花
が
咲

く
九
月
に
な
る
と
、
源
氏
の
旗
印
の
白
一
面
と
な
り
、
平
家
の
血
統
の
お

染
河
童
は
、
海
御
前
の
も
と
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
与
左
衛
門
狐
と

泣
く
泣
く
別
れ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
五
月
か
ら
九
月
ま

で
の
間
の
短
期
間
の
恋
と
離
別
が
伝
説
の
話
で
あ
る
。
与
左
衛
門
狐
も
お

染
河
童
も
死
ぬ
こ
と
は
な
い
。
な
お
、
こ
の
伝
説
は
、
和
田
寛
『
河
童
伝
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承
大
事
典
』
で
も
福
岡
県
行
橋
市
の
項
「
狐
に
恋
し
た
河
童
」
で
次
の
よ

う
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

昔
、行
事
の
辺
り
の
川
に「
お
染
め
」と
い
う
牝
河
童
が
住
ん
で
い
た
。

　
　

 　

あ
る
時
、
近
く
に
住
む
恋
仲
の
「
与
左
衛
門
」
と
い
う
狐
が
肺
炎

に
罹
っ
て
重
体
に
な
っ
た
の
で
、
お
染
め
河
童
は
肺
炎
に
効
く
と
い

う「
ギ
ギ
ュ
ウ
」と
い
う
魚
を
持
っ
て
見
舞
い
に
出
掛
け
、親
身
に
な
っ

て
看
病
し
た
の
で
、
ほ
ど
な
く
与
左
衛
門
狐
は
全
快
し
た
と
い
う
。

　
　

 　

行
事
の
「
貴
船
神
社
」
で
は
、
毎
年
九
月
一
日
、
二
日
に
「
風
鎮

祭
」
を
行
い
、
狐
と
河
童
の
図
を
描
い
た
木
製
の
風
鎮
を
授
与
し
て

い
る
が
、
そ
の
風
鎮
は
「
お
染
河
童
」
の
話
か
ら
創
案
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る（

（1
（

。

　

和
田
寛
も
、
行
橋
市
に
伝
わ
る
、
お
染
河
童
と
与
左
衛
門
狐
の
恋
話
を

記
し
て
い
る
が
、
光
畑
の
方
が
二
者
の
別
れ
の
理
由
ま
で
説
明
し
て
い
て

詳
し
い
。
ま
た
、
行
事
の
貴
船
神
社
で
は
、
和
田
の
記
す
よ
う
に
、
現
在

で
も
、立
春
か
ら
数
え
て
二
百
十
日
目
に
あ
た
る
九
月
一
日
、二
日
に
「
風

鎮
祭
」
と
い
う
「
荒
ぶ
る
風
の
霊
を
鎮
め
て
、
風
に
よ
る
災
害
を
未
然
に

防
ご
う
と
す
る
」「
風
祭
り
」
の
行
事
が
行
わ
れ
、
神
楽
の
奉
納
が
行
わ

れ
て
い
る（

（1
（

。
論
者
は
、
和
田
の
記
す
如
く
、
こ
の
風
鎮
祭
で
「
狐
と
河
童

の
図
を
描
い
た
木
製
の
風
鎮
を
授
与
」
さ
れ
て
い
る
の
か
を
親
神
社
の
正

の
宮
八
幡
神
社
の
広
瀬
文
夫
宮
司
に
尋
ね
た
。
広
瀬
宮
司
に
よ
る
と
、
お

染
河
童
と
与
左
衛
門
狐
の
恋
物
語
は
、
あ
く
ま
で
行
事
の
貴
船
神
社
で
の

伝
承
で
あ
り
、
親
神
社
の
正
の
宮
八
幡
神
社
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
ま
た

「
狐
と
河
童
の
図
を
描
い
た
木
製
の
風
鎮
」
の
授
与
は
、
氏
子
の
一
部
が

一
時
自
主
的
に
行
っ
て
い
た
時
期
が
あ
る
が
、
神
社
が
主
体
的
に
授
与
し

た
こ
と
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

話
が
作
品
か
ら
そ
れ
た
が
、
他
方
、
葦
平
の
「
蕎
麦
の
花
」
は
、
人
間

が
狐
と
河
童
の
純
粋
な
恋
愛
を
邪
魔
し
、
さ
ら
に
狐
を
殺
す
と
い
う
、
救

い
よ
う
の
な
い
ほ
ど
悲
惨
な
結
末
が
描
か
れ
る
。

「
蕎
麦
の
花
」
の
終
盤
で
は
、
お
染
河
童
は
、
与
左
衛
門
狐
の
子
を
宿
し

た
こ
と
が
描
か
れ
る
。
与
左
衛
門
狐
の
死
を
知
ら
な
い
お
染
河
童
は
こ
ん

な
様
子
だ
っ
た
。

　

産
氣
づ
い
て
動
け
な
く
な
つ
て
ゐ
た
た
め
、
お
染
は
し
ば
ら
く
庚

申
淵
の
底
で
出
産
の
日
を
待
つ
て
ゐ
た
。
与
左
衛
門
の
こ
と
が
気
に

な
ら
な
く
は
な
か
つ
た
け
れ
ど
も
、
す
で
に
ギ
ン
ギ
ュ
ウ
薬
で
全
治

す
る
こ
と
は
時
間
の
問
題
で
あ
つ
た
し
、
自
分
も
愛
人
の
子
を
産
む

た
め
な
の
で
、次
の
逢
ふ
日
の
よ
ろ
こ
び
の
大
き
さ
を
考
へ
な
が
ら
、

産
褥
に
橫
た
は
つ
て
ゐ
た
。
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お
染
は
大
ら
か
な
幸
福
感
に
浸
つ
て
ゐ
た
。
將
來
の
設
計
な
ど
を
考

へ
て
ゐ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
子
供
の
生
ま
れ
る
こ
と
と
、
そ
の
子

を
見
せ
て
与
左
衛
門
に
逢
へ
る
こ
と
は
、
想
像
し
た
だ
け
で
も
微
笑

の
わ
く
こ
と
で
あ
つ
た
。

こ
う
し
て
数
日
後
、
お
染
河
童
は
幸
福
感
で
満
ち
足
り
た
ま
ま
子
供
を

産
ん
だ
。
そ
し
て
仰
天
し
た
。
生
ま
れ
た
子
供
は
次
の
よ
う
な
状
態
だ
っ

た
。

狐
の
顔
の
頭
に
皿
が
あ
り
、
狐
の
身
体
の
背
中
に
甲
羅
が
あ
る
。
狐

の
足
に
水
か
き
が
つ
き
、
長
い
尻
尾
が
生
え
て
ゐ
る
。
そ
の
醜
悪
さ

は
い
ひ
や
う
が
な
か
つ
た
。
鳴
き
声
も
不
気
味
で
あ
る
。
お
染
は
ぞ

つ
と
し
た
。
暗
愚
な
る
も
の
は
河
童
で
あ
る
。
愛
慾
の
詩
に
沈
湎
し

て
ゐ
て
、
混
血
の
科
学
に
は
想
到
し
な
か
つ
た
。
生
ん
で
み
て
び
つ

く
り
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　

葦
平
の
「
蕎
麦
の
花
」
は
と
こ
と
ん
お
染
河
童
を
落
胆
さ
せ
る
。
生
ま

れ
た
子
供
は
醜
悪
で
、
さ
ら
に
お
染
河
童
は
出
産
後
、
淵
を
出
て
草
野
に

飛
ん
で
い
き
恋
人
の
無
残
な
死
に
直
面
す
る
。「
暗
愚
な
る
も
の
は
河
童

で
あ
る
」
と
い
う
、突
然
登
場
す
る
語
り
の
言
葉
も
真
髄
を
つ
い
て
い
る
。

お
染
河
童
は
、
与
左
衛
門
狐
と
の
恋
に
夢
中
で
、
全
く
、
悲
惨
な
こ
と
が

起
こ
る
な
ど
、
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
暗
愚
」
そ

の
も
の
で
あ
る
。

人
間
ど
も
は
打
ら
殺
し
た
狐
を
か
つ
い
で
、
意
気
揚
々
と
村
の
方
へ

引
き
あ
げ
て
行
く
と
こ
ろ
だ
つ
た
。
高
ら
か
な
笑
ひ
声
が
お
染
の
心

臟
を
突
き
刺
し
た
。
お
染
は
淚
も
出
ず
、
憤
然
と
庚
申
淵
へ
引
き
か

へ
し
て
來
た
が
、
長
峡
川
と
検
地
川
と
の
合
流
点
ま
で
來
た
と
き
、

愕
然
と
し
て
眦
を
あ
げ
た
。
お
染
は
見
た
。
検
地
川
の
土
堤
の
わ
き

一
面
に
源
氏
の
白
旗
が
た
な
び
き
、
へ
ん
ぽ
ん
と
風
に
ひ
る
が
へ
つ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　

恋
人
は
人
間
に
殺
さ
れ
、
醜
悪
な
子
を
産
み
、
ど
ん
底
に
突
き
落
と
さ

れ
た
お
染
河
童
の
前
に
、
勝
利
者
の
人
間
の
笑
い
声
と
、
源
氏
の
白
旗
が

た
な
び
い
て
い
る
の
が
見
え
た
。
平
家
の
血
を
受
け
継
ぐ
お
染
河
童
は
、

海
御
前
の
「
源
氏
に
か
か
は
り
の
あ
る
も
の
に
は
す
べ
て
仇
を
討
て
」
と

い
う
言
葉
を
思
い
出
し
、「
絶
望
の
勇
氣
を
ふ
る
ひ
お
こ
し
て
、
源
氏
の

白
旗
の
な
か
に
突
入
し
て
行
つ
た
」。
お
染
河
童
は
、「
そ
の
軍
勢
の
な
か

を
眼
を
つ
ぶ
つ
て
や
た
ら
に
の
た
う
ち
ま
は
つ
た
」。
だ
が
、
源
氏
の
白

旗
と
思
っ
て
い
た
の
は
、
単
に
蕎
麦
の
白
い
花
が
満
開
に
な
っ
て
い
た
だ
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け
で
あ
っ
た
。

悲
し
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
曇
つ
て
ゐ
た
お
染
の
眼
に
、
ひ
ろ
い
そ

ば
畑
が
憎
い
源
氏
の
白
旗
に
見
え
た
の
で
あ
る
。
お
染
が
あ
ば
れ
ま

は
る
の
で
、
そ
ば
の
白
い
花
が
雪
の
や
う
に
は
ね
散
ら
さ
れ
た
が
、

逆
上
し
て
ゐ
る
お
染
も
泥
に
ま
み
れ
て
傷
つ
い
た
。
そ
し
て
、
彼
女

は
の
た
れ
死
に
を
す
る
や
う
に
、
悲
壮
な
戦
闘
の
果
て
に
死
ん
で
し

ま
つ
た
。

　

お
染
河
童
は
、
狂
気
し
た
よ
う
に
な
っ
て
勘
違
い
し
た
ま
ま
一
人
で
戦

闘
し
、
最
後
傷
つ
い
て
死
ん
だ
。「
蕎
麦
の
花
」
で
は
、
愛
し
合
っ
て
い

た
狐
も
河
童
も
、
暴
力
や
戦
闘
で
死
ん
で
し
ま
う
。
お
染
河
童
も
与
左
衛

門
狐
も
死
ぬ
と
い
う
結
末
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
島
原
の
庚
申
神
社

に
ま
つ
わ
る
伝
承
の
、
愛
し
合
う
子
を
孕
ん
だ
女
と
僧
の
二
人
が
死
ん
で

し
ま
う
話
と
重
な
り
、
お
染
河
童
が
「
庚
申
淵
」
に
住
ん
で
い
る
と
い
う

設
定
が
伏
線
に
な
っ
て
い
た
と
肯
け
る
の
で
あ
る
。
お
染
河
童
が
死
ん
だ

後
、
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
「
川
面
を
わ
た
つ
て
來
る
さ
わ
や
か
な
秋

風
は
、
靜
か
に
な
つ
た
そ
ば
畑
の
う
へ
を
吹
き
す
ぎ
、
白
い
花
は
鈴
を
ふ

る
や
う
に
ゆ
れ
う
ご
い
た
」。
自
然
は
、
人
間
や
狐
や
河
童
な
ど
と
は
異

な
り
、
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
な
く
泰
然
と
し
て
い
た
。
作
品
の
最
後
は
、「
河

童
の
肥
料
に
よ
つ
て
、
し
だ
い
に
そ
ば
の
黒
い
實
を
急
速
に
太
ら
せ
ふ
や

し
て
行
つ
た
。」
と
結
ば
れ
る
。
死
ん
だ
お
染
河
童
は
、
自
然
の
肥
や
し

と
な
っ
て
し
ま
う
。
た
だ
虚
し
さ
が
残
る
結
末
だ
。
自
然
は
、
こ
の
悲
惨

な
狐
と
河
童
の
運
命
を
素
知
ら
ぬ
顔
で
通
り
過
ぎ
る
。
こ
の
最
後
の
結
末

は
、
先
に
説
明
し
た
、
行
橋
の
伝
説
に
な
い
悲
壮
な
も
の
で
あ
る
が
、
何

を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
で
詳
し
く
考
察
す
る
。

六
、
葦
平
「
蕎
麦
の
花
」
の
テ
ー
マ

さ
て
、
本
章
で
は
、
作
品
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
本
作
の
テ
ー
マ
に
つ

い
て
考
え
て
み
る
。

与
左
衛
門
狐
は
、
お
染
河
童
と
の
恋
愛
に
夢
中
に
な
り
、
つ
い
人
間
か

ら
物
を
略
奪
し
て
、
お
染
河
童
が
喜
ぶ
よ
う
に
土
産
に
す
る
。
与
左
衛
門

狐
は
恋
に
夢
中
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
単
な
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
過
ぎ
な

い
。
人
間
か
ら
見
れ
ば
、
人
の
物
を
か
っ
ぱ
ら
っ
た
り
す
る
の
は
、
悪
事

と
し
か
思
え
な
い
。
ま
た
、
お
染
河
童
は
、
海
御
前
と
い
う
女
河
童
の
頭

領
に
逆
ら
う
こ
と
が
で
き
ず
、
い
つ
も
自
分
の
思
う
と
お
り
に
生
き
ら
れ

な
い
。
献
身
的
な
看
病
を
認
め
、
も
う
叔
父
も
反
対
し
な
い
だ
ろ
う
か
ら

と
、
与
左
衛
門
狐
に
プ
ロ
ポ
ー
ズ
さ
れ
て
も
、
異
類
と
交
わ
っ
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
掟
を
破
っ
た
罪
が
海
御
前
に
発
覚
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
お
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染
河
童
は
「
い
ま
の
ま
ま
美
し
い
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
通
し
て
ゐ
た
い
」
と
考

え
る
。
す
な
わ
ち
、
与
左
衛
門
狐
も
お
染
河
童
も
愛
し
合
っ
て
い
る
が
、

お
互
い
に
自
分
の
こ
と
し
か
見
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
語
り
手

の
言
う
「
暗
愚
」
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
ん
な
自
身
の
こ
と
し
か
見
ら

れ
な
い
者
た
ち
の
、
心
の
醜
さ
の
混
血
の
象
徴
が
、
醜
悪
な
子
と
言
え
る

の
で
は
な
い
か
。
悪
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
な
く
て
も
相
対
的

な
視
点
で
自
身
を
振
り
返
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
人
間
は

ど
う
だ
ろ
う
。
狐
が
人
間
に
化
け
て
、
悪
さ
を
す
る
か
ら
と
言
っ
て
、
こ

こ
ま
で
狐
を
痛
め
つ
け
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。狐
を
殴
り
負
傷
さ
せ
て
も
、

ま
だ
気
が
す
ま
な
い
。狐
が「
血
へ
ど
を
吐
い
て
」死
ぬ
ま
で
せ
め
続
け
る
。

そ
し
て
、
後
悔
す
る
ど
こ
ろ
か
、
勝
ち
誇
っ
た
よ
う
に
「
笑
い
声
」
を
立

て
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
人
間
が
、
戦
闘
、
す
な
わ
ち
殺
人
を
繰
り
返

す
縮
図
が
あ
る
。
許
す
こ
と
が
出
来
ず
勝
ち
負
け
で
全
て
を
決
め
よ
う
と

す
る
、
人
間
も
ま
た
「
暗
愚
」
な
の
で
あ
る
。
火
野
葦
平
は
、
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

飄
逸
で
と
ぼ
け
た
動
物
で
あ
る
は
ず
の
河
童
が
、
私
の
作
品
の
な
か

で
は
と
き
に
重
苦
し
く
、
悲
し
み
と
な
げ
き
に
と
ざ
さ
れ
す
ぎ
る
こ

と
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
私
と
し
て
は
河
童
の
ひ

と
と
き
の
よ
ろ
こ
び
も
美
し
さ
も
描
き
た
い
思
ひ
は
切
で
あ
る
。「
暗

愚
な
る
も
の
は
河
童
で
あ
る
」
と
数
カ
所
で
書
い
た
け
れ
ど
も
、
私

は
そ
の
河
童
の
暗
愚
さ
が
滑
稽
動
物
で
あ
る
人
間
と
ど
の
や
う
に
照

応
し
、
ま
た
背
反
し
あ
つ
て
ゐ
る
の
か
と
い
ふ
こ
と
を
、
特
に
諷
刺

と
し
て
意
識
し
た
こ
と
は
な
い
。
私
は
私
の
河
童
が
理
屈
ぽ
く
、
い

や
に
諷
刺
的
に
、
教
訓
的
に
な
る
こ
と
を
い
つ
で
も
警
戒
し
て
ゐ
た

し
、
ま
し
て
、
幻
想
世
界
の
夢
見
心
地
を
人
間
の
理
論
や
感
覚
で
打

ち
こ
は
す
こ
と
を
も
つ
と
も
怖
れ
た
。
き
び
し
い
伝
説
の
掟
に
河
童

は
し
ば
ら
れ
て
ゐ
て
も
、人
間
の
習
俗
と
は
か
け
は
れ
た
と
こ
ろ
に
、

河
童
の
自
由
が
あ
る
の
で
あ
る（

（1
（

。

葦
平
は
、
河
童
作
品
を
風
刺
と
し
て
は
描
か
な
い
よ
う
に
意
識
し
て
い

る
が
、「
河
童
の
暗
愚
さ
が
滑
稽
動
物
で
あ
る
人
間
と
ど
の
や
う
に
照
応

し
、
ま
た
背
反
し
あ
つ
て
ゐ
る
の
か
と
い
ふ
こ
と
」
は
考
え
て
い
た
よ
う

だ
。「
蕎
麦
の
花
」
は
、
人
間
と
河
童
の
共
通
点
の
「
暗
愚
」
さ
が
わ
か

る
作
品
に
な
っ
て
い
る
。
最
後
、
お
染
河
童
は
、
自
分
た
ち
の
頭
領
の
海

御
前
に
、
源
氏
の
旗
印
の
白
い
も
の
を
見
れ
ば
、
殺
戮
せ
よ
と
言
い
続
け

ら
れ
て
洗
脳
さ
れ
て
い
た
の
で
、
た
だ
、
蕎
麦
の
花
が
大
量
に
、
満
開
に

咲
い
て
い
る
だ
け
の
花
畑
を
勘
違
い
し
、
そ
の
中
に
入
っ
て
「
縦
横
無
尽

に
あ
ば
れ
た
」。
お
染
河
童
に
は
「
ひ
ろ
い
そ
ば
畑
が
憎
い
源
氏
の
白
旗

に
見
え
」
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
「
の
た
れ
死
に
を
す
る
や
う
に
、
悲
壮
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な
戦
闘
の
果
て
に
死
ん
で
し
ま
つ
た
」の
で
あ
る
。
何
と
も
悲
劇
的
で「
暗

愚
」
で
あ
る
。
こ
の
シ
ー
ン
に
込
め
ら
れ
た
寓
意
は
何
を
表
す
の
か
。
こ

の
シ
ー
ン
に
は
、
日
本
の
戦
前
の
、
軍
の
様
子
と
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
が

あ
る
。
源
氏
に
倒
さ
れ
て
滅
び
た
こ
と
を
、
河
童
に
な
っ
て
か
ら
も
恨
み

続
け
、「
パ
チ
ン
コ
」
店
が
出
来
る
よ
う
な
昭
和
三
〇
年
の
現
在
に
な
っ

て
も
、
復
讐
の
機
会
を
狙
っ
て
命
令
を
下
す
海
御
前
は
、
ま
る
で
、
戦
時

中
の
日
本
軍
の
上
官
の
よ
う
だ
。
ま
た
普
段
か
ら
洗
脳
さ
れ
て
い
て
、
冷

静
な
判
断
が
出
来
ず
、
悲
壮
な
戦
闘
を
し
て
死
ん
だ
お
染
河
童
は
、
戦
時

中
に
戦
陣
訓
に
従
わ
さ
れ
、
洗
脳
を
受
け
て
い
た
一
介
の
名
も
な
き
兵
士

の
姿
に
似
て
い
る
。
恨
み
続
け
る
こ
と
の
無
意
味
さ
、
さ
ら
に
は
、
誰
か

に
従
う
の
で
は
な
く
広
い
視
野
を
持
ち
、
自
身
の
判
断
で
相
対
的
に
事
象

を
捉
え
、
物
事
を
解
決
し
て
い
く
必
要
性
な
ど
が
本
作
に
は
込
め
ら
れ
て

い
る
。

本
作
の
タ
イ
ト
ル
は
、「
蕎
麦
の
花
」
で
あ
る
。
満
開
に
咲
い
た
ご
く

小
さ
な
蕎
麦
の
花
畑
は
何
を
示
す
の
か
。
戦
闘
、
恨
み
、
復
讐
な
ど
で
は

な
く
、
目
立
た
な
く
て
も
、
誠
実
に
、
質
素
に
生
き
る
、
戦
後
の
庶
民
の

姿
が
集
ま
っ
た
姿
を
暗
喩
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
河
童
の
肥

料
に
よ
つ
て
、
し
だ
い
に
そ
ば
の
黒
い
實
を
急
速
に
太
ら
せ
ふ
や
し
て
行

つ
た
。」
の
は
、
多
く
の
恨
み
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
発
し
た
戦
争
の
犠
牲

の
上
に
、
や
っ
と
平
和
を
と
り
も
ど
し
、
痩
せ
細
っ
た
大
地
に
根
付
い
て

生
き
る
庶
民
が
居
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

本
作
が
発
表
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
〇
年
、
よ
う
や
く
高
度
経
済
成
長
に
突

入
し
て
い
こ
う
と
い
う
現
在
、
と
も
す
れ
ば
、
ま
た
欲
望
に
翻
弄
さ
れ
て

人
間
は
突
き
進
ん
で
し
ま
い
が
ち
だ
。
だ
が
、
戦
後
の
何
も
な
い
中
で
、

蕎
麦
の
花
の
よ
う
に
、
質
素
に
、
ひ
そ
や
か
に
、
可
憐
に
、
日
々
の
暮
ら

し
を
大
切
に
生
き
る
庶
民
の
姿
に
美
し
さ
と
称
賛
の
意
味
を
込
め
て
「
蕎

麦
の
花
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
作
品
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

七
、
水
木
し
げ
る
「
蕎
麦
の
花
」
と
火
野
葦
平
「
蕎
麦
の
花
」

　

水
木
し
げ
る
は
、
葦
平
の
河
童
作
品
群
に
興
味
を
持
ち
、
数
点
の
作
品

を
原
話
と
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
河
童
作
品
を
描
き
、
昭
和
四
四
年
か
ら
四
五

年
に
か
け
て
、『
漫
画
ア
ク
シ
ョ
ン
』
に
連
載
し
た
。
そ
の
一
部
で
あ
る

水
木
し
げ
る
「
蕎
麦
の
花
」
は
、
火
野
葦
平
「
蕎
麦
の
花
」
と
同
じ
タ
イ

ト
ル
で
、
昭
和
四
五
年
三
月
一
二
日
の
『
漫
画
ア
ク
シ
ョ
ン
』
に
掲
載
さ

れ
た
。
そ
し
て
、
火
野
作
品
を
原
話
と
し
た
こ
れ
ら
作
品
群
を
『
河
童

膏
』（

（1
（

に
ま
と
め
た
。
そ
の
後
、
日
本
文
芸
社
・
ゴ
ラ
ク
コ
ミ
ッ
ク
ス
『
河

童
千
一
夜
』
他
な
ど
に
収
録
さ
れ
て
い
く
。
水
木
作
品
は
本
文
が
多
少
収

録
本
に
よ
り
変
更
さ
れ
て
い
る
が
、内
容
に
関
す
る
大
幅
な
改
変
は
な
い
。

よ
っ
て
本
稿
で
は
、
最
初
の
収
録
本
『
河
童
膏
』
の
作
品
本
文
を
用
い
て
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考
察
す
る
。
水
木
し
げ
る
「
蕎
麦
の
花
」
と
葦
平
「
蕎
麦
の
花
」
は
、
大

筋
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
異
な
る
点
を
中
心
に
両
者
を
比

較
し
て
説
明
し
て
い
き
た
い
。
水
木
「
蕎
麦
の
花
」
で
は
、
葦
平
の
作
品

と
異
な
り
、
海
御
前
伝
説
を
す
べ
て
除
い
て
お
り
、
お
染
河
童
と
与
左
衛

門
狐
の
恋
物
語
だ
け
に
焦
点
が
絞
ら
れ
て
い
る
。
孤
独
だ
っ
た
お
染
河
童

が
与
左
衛
門
狐
に
会
っ
て
、
孤
独
か
ら
解
放
さ
れ
幸
せ
な
恋
愛
を
す
る
と

い
う
ス
ト
ー
リ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
お
染
河
童
は
、
平
家
の
女

官
の
末
裔
で
は
な
く
、
海
御
前
も
水
木
漫
画
に
は
登
場
し
な
い
。
そ
の
た

め
、
与
左
衛
門
狐
が
人
間
に
痛
め
つ
け
ら
れ
て
負
傷
し
た
後
、
お
染
河
童

が
ギ
ン
ギ
ュ
ウ
の
黒
焼
き
で
病
を
治
す
が
、プ
ロ
ポ
ー
ズ
さ
れ
た
時
に
は
、

素
直
に
受
け
る
。
葦
平
「
蕎
麦
の
花
」
の
よ
う
に
、
海
御
前
を
恐
れ
る
こ

と
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
与
左
衛
門
狐
の
叔
父
に
反
対
さ
れ
、
結
婚
は
実

現
し
な
い
が
、
お
染
河
童
は
子
を
産
む
。
た
だ
、
葦
平
「
蕎
麦
の
花
」
の

よ
う
に
、
生
ま
れ
た
子
が
醜
悪
な
ど
と
は
全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
。
最
も

両
者
の
違
う
点
は
、
ラ
ス
ト
で
あ
る
。
お
染
河
童
は
出
産
後
、
家
を
離
れ
、

人
間
に
殺
さ
れ
た
与
左
衛
門
狐
を
見
て
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
涙
も
出
な
い

ま
ま
家
に
戻
る
。
す
る
と「
大
切
な
赤
ん
坊
の
姿
が
み
え
な
い
」。
な
ん
と
、

赤
ん
坊
は
、
人
間
に
連
れ
去
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
人
間
は
次
の
よ
う

に
言
う
。

「
と
に
か
く
大
し
た
拾
い
物
だ
よ　

こ
の
河
童
の
子

4

4

4

4

を
町
の
薬
屋
に

持
っ
て
い
け
ば
百
両
に
は
売
れ
る
ぜ
」「
黒
焼
き
に
し
て
す
り
つ
ぶ

し
て
飲
め
ば　

喘
息
の
妙
薬
と
し
て
引
っ
ぱ
り
だ
こ
だ
よ
」

「
そ
れ
に
し
て
も
大
し
た
拾
い
物
を
し
た
よ
」

「
さ　

こ
れ
か
ら
町
に
売
り
に
ゆ
く
べ
え
」

水
木
は
ラ
ス
ト
で
、
葦
平
作
品
に
は
な
い
、
人
間
が
赤
ん
坊
を
誘
拐
し

て
黒
焼
き
に
し
て
売
り
に
行
く
と
い
う
結
末
を
描
い
た
。
だ
が
、
黒
焼
き

に
す
る
シ
ー
ン
は
描
か
な
い
。
悲
惨
さ
は
葦
平
作
品
の
方
が
滲
み
出
て
い

る
。
お
染
河
童
は
、
赤
ん
坊
の
消
息
も
わ
か
ら
ず
、
与
左
衛
門
狐
も
死
ん

で
戻
っ
て
こ
な
い
中
で
、
ま
た
、
前
の
よ
う
に
孤
独
に
戻
っ
て
い
く
。
水

木
「
蕎
麦
の
花
」
は
最
後
次
の
描
写
で
終
わ
る
。

そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
お
染
は
い
よ
い
よ
孤
独
に
な
り
す
べ
て

を
恐
れ
家
で
じ
っ
と
し
て
い
る
よ
う
に
な
っ
た　

な
ん
の
こ
と
は
な

い
凡
て
弱
い
と
こ
ろ
へ
し
わ
寄
せ
が
い
く
の
だ　

彼
女
は
ま
る
で
蕎
麦
の
花
の
よ
う
に
小
さ
く
白
く
神
社
裏
で
老
い
て
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ゆ
く
の
だ
っ
た
…
…

葦
平
「
蕎
麦
の
花
」
と
の
違
い
は
明
瞭
で
あ
る
。
水
木
作
品
で
も
人
間

は
狡
猾
で
貪
欲
に
描
か
れ
る
が
、
お
染
河
童
の
姿
は
あ
く
ま
で
誠
実
で
素

直
で
あ
る
。
お
染
河
童
は
、
愛
し
、
愛
さ
れ
た
与
左
衛
門
河
童
と
、
二
人

で
成
し
た
子
の
思
い
出
を
胸
に
、
山
里
の
奥
で
ひ
っ
そ
り
と
、
可
憐
に
、

質
素
で
素
朴
に
咲
く
蕎
麦
の
花
の
如
く
、
老
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
最
後

ま
で
お
染
河
童
は
死
な
な
い
。
哀
愁
は
漂
う
が
、
読
後
感
は
、
二
者
の
満

ち
足
り
た
純
愛
の
思
い
出
の
余
韻
が
残
る
。
水
木
漫
画
は
、
お
染
河
童
を

蕎
麦
の
花
の
象
徴
と
し
て
と
ら
え
、
葦
平
作
品
を
原
話
と
し
な
が
ら
も
異

な
る
解
釈
を
加
え
て
漫
画
を
創
作
し
て
い
る
。

終
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
葦
平
「
蕎
麦
の
花
」
を
論
じ
た
。
本
作
は
、
福
岡
県
行
橋

市
行
事
の
貴
船
神
社
に
伝
わ
る
、
お
染
河
童
と
与
左
衛
門
狐
の
悲
恋
の
伝

説
を
も
と
に
創
作
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
、
お
染
河
童
は
平
家
一

族
の
血
筋
で
あ
り
、
そ
の
頭
領
海
御
前
の
傘
下
に
い
る
設
定
に
な
っ
て
い

て
、
北
九
州
に
広
く
伝
わ
る
海
御
前
伝
説
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も

記
し
た
。
だ
が
、
葦
平
「
蕎
麦
の
花
」
は
、
こ
れ
ら
北
九
州
に
伝
わ
る
伝

説
を
忠
実
に
と
り
入
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
伝
承
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
自

由
自
在
に
創
作
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
本
作
は
、
伝
説
と
は
異
な

り
、
お
染
河
童
や
与
左
衛
門
狐
を
不
幸
に
す
る
こ
と
で
、
広
い
視
野
で
相

対
的
に
物
事
を
見
る
こ
と
の
必
要
性
や
、
冷
静
に
自
分
自
身
で
判
断
す
る

こ
と
の
重
要
性
を
描
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
作
は
欲
望
に
翻
弄
さ
れ
、

エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
貫
い
た
果
て
の
虚
し
さ
も
活
写
さ
れ
て
い
る
。
高
度
経
済

成
長
に
入
ろ
う
と
す
る
昭
和
三
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
本
作
は
、
と
も
す
れ

ば
忘
れ
が
ち
な
、
蕎
麦
の
花
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
、
素
朴
さ
、
質
素
さ
、
可

憐
さ
な
ど
の
美
し
さ
を
、戦
争
で
犠
牲
に
な
っ
た
人
々
の
上
で
成
り
立
つ
、

戦
後
の
庶
民
の
姿
に
見
出
し
て
い
る
こ
と
も
考
察
し
た
。
他
方
、
本
作
を

元
に
、
同
名
で
漫
画
化
し
た
水
木
し
げ
る
「
蕎
麦
の
花
」
は
、
葦
平
の
作

品
と
は
異
な
る
解
釈
を
加
え
、お
染
河
童
の
純
愛
に
、蕎
麦
の
花
の
イ
メ
ー

ジ
を
重
ね
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。

　

葦
平
「
蕎
麦
の
花
」
は
、
実
に
短
い
小
説
で
は
あ
る
が
、
北
九
州
地
方

の
伝
説
を
綿
密
に
調
査
し
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、
独
自
の
テ
ー
マ

を
加
え
た
佳
作
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

〔
注
〕

（
1
）　

玉
井
政
雄『
兄
・
火
野
葦
平
私
記
』（
昭
和
五
六
年
五
月
、島
津
書
房
）

（
2
）　

こ
の
「
河
童
駒
引
き
伝
説
」
は
、和
田
寛
編
『
河
童
伝
承
大
事
典
』
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（
平
成
一
七
年
六
月
、
岩
田
書
院
）、
劉
寒
吉
・
角
田
嘉
久
『
福
岡
県
の

伝
説
』（
昭
和
五
四
年
四
月
、
角
川
書
店
）、
宮
地
武
彦
・
山
中
耕
作
・

荒
木
博
之
『
日
本
伝
説
大
系
第
一
三
巻　

北
九
州
編
』（
昭
和
六
二
年

三
月
、
み
ず
う
み
書
房
）
な
ど
で
も
北
九
州
市
に
伝
わ
る
伝
説
と
し
て

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
3
）　

１
に
同
じ

（
4
）　

伊
東
尾
四
郎
『
京
都
郡
誌
』（
昭
和
二
九
年
一
二
月
一
日
、
長
田

喬
発
行
、
非
売
品
）

（
5
）　

行
橋
市
歴
史
資
料
館
「
行
事　

貴
船
神
社
」
二
〇
一
八
年
展
示
説

明
文

（
6
）　
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』（
平
成
一
二
年
一
二
月
～
平
成

一
四
年
一
月
、
小
学
館
）

（
7
）　

山
内
公
二
『
新
京
筑
風
土
記
』（
平
成
二
九
年
三
月
、幸
文
館
出
版
）

（
8
）　

榊
木
敏
「
伝
説
の
島
原
（
五
）」（『
旅
と
伝
説
』
昭
和
四
年
八
月
、

第
二
巻
八
号
）

（
9
）　

須
田
元
一
郎
「
九
州
北
部
の
伝
説
玩
具
」（『
旅
と
伝
説
』
昭
和
十

年
八
月
、
第
八
巻
八
号
）

（
10　

火
野
葦
平
「
三
十
年
ぶ
り
の
門
司
」（『
河
童
七
変
化
』
昭
和
三
二

年
四
月
、
宝
文
館
） 

（
11
）　

１
に
同
じ

（
12
）　

火
野
葦
平
『
青
狐
』（
昭
和
一
八
年
五
月
三
〇
日
、
六
興
商
会
出

版
部
）

（
13
）　

光
畑
浩
治
「
与
左
衛
門
」（
京
筑
民
話
の
会
『
も
の
が
た
り
京
筑
』

昭
和
五
九
年
五
月
、
葦
書
房
）

（
14
）　

和
田
寛
編
『
河
童
伝
承
大
事
典
』（
前
出
）

（
15
）　

行
橋
市
歴
史
資
料
館
「
風
鎮
祭
と
は
」
二
〇
一
八
年
展
示
説
明
文

（
16
）　

火
野
葦
平
「
あ
と
が
き
」（
火
野
葦
平
『
蕎
麦
の
花
』
昭
和
三
〇

年
六
月
、
河
出
書
房
）

（
17
）　

水
木
し
げ
る
『
河
童
膏
』（
昭
和
四
五
年
九
月
、
双
葉
社
）

本
稿
は
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
日
中
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
と

そ
の
連
続
性
か
ら
見
た
火
野
葦
平
文
学
研
究
」
に
お
け
る
研
究
成
果
で
あ

る
。
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、行
橋
市
歴
史
資
料
館
の
学
芸
員
の
皆
様
方
、

光
畑
浩
治
様
、
画
家
増
田
信
敏
ご
夫
妻
様
、
正
の
宮
八
幡
神
社
宮
司
広
瀬

文
夫
様
に
貴
重
な
お
話
を
ご
教
示
頂
き
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
の
場
を
借

り
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。

 

（
ま
す
だ　

ち
か
こ
／
本
学
教
授
）


