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は
じ
め
に

火
野
葦
平
は
、
昭
和
十
五
年
七
月
十
日
発
行
の
『
九
州
文
学
』（
通
巻

二
十
二
号
）
に
発
表
し
た
「
伝
説
」（
後
の
「
石
と
釘
」）
を
最
初
に
、
多

く
の
河
童
作
品
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
量
は
膨
大
で
、
ジ
ャ
ン
ル
も
、
小

説
、
童
話
、
エ
ッ
セ
イ
な
ど
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
。
火
野
に
と
っ
て
河
童

作
品
と
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
自
身
の
作
品
を
集
め
た
河

童
物
の
集
大
成
『
河
童
曼
陀
羅
』
の
「
後
書　

河
童
独
白
」
で
火
野
は
「
私

は
け
つ
し
て
カ
ツ
パ
を
片
手
間
に
書
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
ど
ん
な
短
い

作
品
に
も
打
ち
こ
ん
で
取
り
組
ん
だ
」「
私
の
ラ
イ
フ
・
ワ
ー
ク
の
一
つ（

1
（

」

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
火
野
に
と
っ
て
、
河
童
物
は
、
自
身
が
真
剣
に

取
り
組
ん
で
き
た
、
貴
重
な
作
品
群
な
の
で
あ
る
。
佐
藤
春
夫
は
、
火
野

の
河
童
作
品
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

芥
川
龍
之
介
の
カ
ツ
パ
は
そ
の
知
性
に
よ
つ
て
成
る
人
間
生
活
の

諷
刺
で
あ
つ
た
が
、
火
野
の
河
童
は
ひ
と
り
知
性
の
み
の
産
物
で
は

な
く
、
そ
の
情
意
を
傾
け
て
成
る
。
そ
の
人
の
相
違
は
自
ら
文
の
差

と
な
つ
て
現
は
れ
、
火
野
の
河
童
の
生
態
が
芥
川
の
白
眼
を
以
つ
て

見
た
る
も
の
と
異
る
は
言
を
俟
た
ぬ
当
然
で
あ
る
が
、
僕
が
芥
川
の

白
眼
に
見
た
る
カ
ツ
パ
を
喜
ば
ず
寧
ろ
火
野
が
青
眼
を
以
つ
て
河
童

を
見
る
を
愛
好
す
る
（
中
略
）
火
野
川
の
河
童
の
芥
川
の
そ
れ
に
優

る
と
も
劣
ら
ぬ
詩
美
の
あ
る
は
疑
は
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る（

2
（

。

佐
藤
は
、
火
野
の
河
童
物
を
愛
好
し
、
芥
川
河
童
に
「
優
る
と
も
劣
ら

ぬ
詩
美
」
が
あ
る
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。
火
野
の
河
童
作
品
は
、
決
し

て
色
褪
せ
な
い
光
彩
を
放
っ
て
い
て
、
火
野
文
学
全
体
の
中
で
も
重
要
な

火
野
葦
平
「
白
い
旗
」
論

―
平
家
一
族
女
河
童
の
矜
持
と
悲
哀
―

増　

田　

周　

子
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位
置
を
占
め
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
戦
争
作
家
と
し
て
著
名
な
火
野
の
河

童
作
品
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
北
九
州
の
平
家
伝
説
を
も
と
に
創
作
し
た
、
火

野
の
河
童
物
短
編
小
説
「
白
い
旗
」
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
も
と
に
な
っ
た

伝
説
を
紹
介
し
、
主
題
や
作
品
に
込
め
ら
れ
た
意
味
に
つ
い
て
論
じ
て
い

き
た
い
。
な
お
、
調
査
の
か
ぎ
り
で
は
、「
白
い
旗
」
は
こ
れ
ま
で
、
論

じ
ら
れ
た
こ
と
が
な
く
、同
時
代
の
評
や
先
行
の
論
考
は
見
当
た
ら
な
い
。

「
白
い
旗
」
は
、
昭
和
十
五
年
九
月
一
日
の
『
新
風
土
』
に
「
白
き
旗
」

と
い
う
題
で
発
表
さ
れ
た
。『
石
と
釘
』（
昭
和
二
十
二
年
二
月
二
十
日
、

東
京
出
版
）
に
収
録
さ
れ
る
と
き
に
、「
白
い
旗
」
と
改
題
さ
れ
た
。
火

野
生
前
の
、
収
録
本
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、『
山
芋
日
記
』（
昭
和
十
五
年
十
月
五
日
、小
山
書
店
）
※
「
白
き
旗
」

二
、『
伝
説
』（
昭
和
十
六
年
五
月
三
十
日
、
小
山
書
店
） 
※
「
白
き
旗
」

三
、『
石
と
釘
』（
同
）

四
、『
河
童
』（
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
十
五
日
、
春
陽
堂
）

五
、『
河
童
曼
陀
羅
』（
昭
和
三
十
二
年
五
月
一
〇
日
、
四
季
社
）

六 

、『
火
野
葦
平
選
集　

三
巻
』（
昭
和
三
十
三
年
七
月
三
十
日
、
東
京

創
元
社
）

収
録
本
に
よ
る
異
同
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
『
河
童
曼

陀
羅
』
収
載
の
「
白
い
旗
」
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

一
、
平
家
一
族
末
裔
の
女
河
童
の
矜
持

「
白
い
旗
」
は
、
二
匹
の
河
童
の
様
子
を
語
り
手
が
語
る
物
語
で
あ
る
。

こ
の
二
匹
の
河
童
は
、「
褐
色
」
の
色
を
し
、「
さ
ま
ざ
ま
な
種
族
を
軽
蔑

し
て
」、「
矜
持
を
胸
い
つ
ぱ
い
に
ふ
く
ら
ま
せ
」
て
い
た
。
そ
し
て
「
全

山
が
こ
と
ご
と
く
紅
葉
す
る
の
を
指
折
り
か
ぞ
へ
て
待
つ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
」。
二
匹
の
河
童
は
次
の
よ
う
な
由
来
の
河
童
だ
っ
た
。

二
匹
の
河
童
の
先
祖
は
も
と
位
高
く
や
ん
ご
と
な
き
公
達
で
あ
り
、

あ
る
ひ
は
武
士
で
あ
つ
た
が
、
一
の
谷
に
や
ぶ
れ
、
壇
の
浦
に
落
ち
、

つ
ひ
に
壇
の
浦
の
海
底
深
く
沈
ん
で
亡
ん
だ
。（
中
略
）
壇
の
浦
の

水
底
に
、
か
れ
ら
は
ひ
と
つ
の
歴
史
を
終
る
と
と
も
に
、
男
た
ち
は

蟹
と
な
り
、
女
た
ち
は
河
童
と
な
つ
た
。

　

 

（「
白
い
旗
」
124
頁
）

二
匹
の
河
童
は
、
も
と
も
と
は
上
流
貴
族
だ
っ
た
。
壇
の
浦
で
死
ん
だ

と
は
何
を
示
す
の
だ
ろ
う
か
。『
北
九
州
市
史　

民
族
』
に
は
次
の
よ
う

に
あ
る
。
少
し
長
い
が
引
用
す
る
。

寿
永
四
年
（
一
一
八
五
）
三
月
、さ
し
も
の
栄
華
を
誇
っ
た
平
家
も
、
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源
平
壇
之
浦
沖
の
合
戦
に
滅
び
た
。
こ
の
と
き
、
平
家
の
御
大
将
で

あ
っ
た
能
登
守
教
経
の
妻
で
あ
る
海
御
前
は
、
大
奮
戦
を
し
て
勇
名

を
と
ど
ろ
か
せ
た
人
で
あ
る
。

　

平
家
の
船
が
壇
之
浦
に
追
い
つ
め
ら
れ
、
進
退
き
わ
ま
っ
て
一
門

の
者
ど
も
が
海
に
身
を
投
げ
て
し
ま
う
の
を
見
送
り
、
い
ま
は
こ
れ

ま
で
と
、
海
御
前
は
敵
の
船
に
飛
び
移
っ
た
。
い
か
め
し
い
敵
将
を

一
刀
の
も
と
に
切
り
落
と
し
、
幼
い
天
皇
の
後
を
追
う
て
海
に
沈
ん

だ
と
さ
れ
て
い
る
。

　

数
日
後
、
奥
方
の
死
体
は
大
積
の
海
岸
に
漂
着
し
た
。
死
顔
は
凛

と
し
た
う
ち
に
も
微
笑
を
た
た
え
、
生
き
て
い
る
よ
う
な
顔
付
き
を

し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
遺
体
は
村
人
に
よ
っ
て
乙
女
山
の

一
角
、
海
辺
に
突
き
出
て
い
る
老
樹
（
枯
死
し
今
は
猿
田
彦
の
石
塚

が
あ
る
）
の
下
に
葬
ら
れ
た
。

　

こ
の
奥
方
が
河
童
の
総
取
締
と
し
て
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
わ
か

ら
な
い
が
、
河
童
族
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
、
土
地

の
人
は
海
御
前
様
と
あ
が
め
た（

3
（

。

 

（『
北
九
州
市
史　

民
族
』
812
頁
）

こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
北
九
州
市
門
司
区
に
は
「
源
平
の
い
く
さ
、
壇
浦

合
戦
で
入
水
し
た
武
士
た
ち
は
平
家
蟹
と
な
り
、
女
官
た
ち
は
河
童
に
化

し
た
と
い
う
伝
説
が
の
こ
さ
れ
て
い
る（

4
（

」
す
な
わ
ち
、
作
品
に
登
場
す
る

二
人
の
河
童
は
、も
と
は
平
家
の
一
族
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
火
野
葦
平
は
、

昭
和
三
十
一
年
一
月
十
五

日
に
、
女
河
童
の
総
大
将
海

御
前
が
祭
ら
れ
て
い
る
、
大

積
天
疫
神
社
と
そ
の
傍
に

あ
る
水
天
宮
を
訪
れ
、
女
河

童
の
住
ま
い
を
視
察
し
、
敬

意
を
表
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
時
の
様
子
を
火
野
は

次
の
よ
う
に
綴
る
。

大積海岸海御前の像
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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（

5
（

。

こ
れ
ら
の
北
九
州
地
方
に
伝
わ
る
、
平
家
一
族
の
女
官
は
河
童
に
な
っ

た
と
い
う
伝
説
を
踏
ま
え
て
、「
白
い
旗
」
は
描
か
れ
て
い
る
。

作
品
で
は
、
二
匹
の
河
童
は
、「
自
分
た
ち
の
上
に
お
ほ
ひ
か
ぶ
さ
つ

て
来
た
霧
の
な
か
に
自
分
た
ち
の
か
ら
だ
を
か
く
し
」
次
の
よ
う
に
妖
術

を
使
っ
て
動
作
す
る
。

二
本
の
腕
を
た
か
く
さ
し
あ
げ
て
う
ち
ふ
る
。
そ
れ
は
ひ
ら
め
く
二

本
の
赤
い
旗
の
や
う
に
見
え
る
。
か
れ
ら
は
胸
を
は
り
肩
を
う
ち
ふ

る
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
、
自
分
の
か
ら
だ
を
ど
の
や
う
に
も
赤
く
す
る

こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
し
ま
ひ
に
真
紅
の
ひ
ら
め
く
長
旗
の
や
う

に
み
え
は
じ
め
る
。 

（「
白
い
旗
」
124
頁
）

「
こ
の
術
を
た
び
た
び
行
ふ
こ
と
は
生
を
ち
ぢ
め
る
と
い
ふ
こ
と
に
よ
つ

て
禁
じ
ら
れ
て
ゐ
る
に
も
か
か
は
ら
ず
」、

か
れ
ら
の
矜
持
の
こ
こ
ろ
は
お
さ
へ
が
た
く
、
名
門
の
紋
章
の
ま
ぼ

ろ
し
を
追
ふ
た
へ
が
た
い
よ
ろ
こ
び
は
こ
の
や
う
に
う
つ
く
し
い
霧

の
舞
台
の
と
き
に
は
生
死
の
観
念
を
の
り
こ
え
て
し
ま
ふ
の
で
あ

る
。　

 

　
（「
白
い
旗
」
124
頁
）

こ
の
河
童
た
ち
は
、
壇
之
浦
の
海
に
沈
ん
で
河
童
と
な
っ
た
今
で
も
、
平

家
の
プ
ラ
イ
ド
を
忘
れ
ず
、
自
分
た
ち
の
命
を
縮
め
て
も
、
真
紅
に
輝
く

平
家
の
シ
ン
ボ
ル
の
赤
い
旗
を
た
な
び
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
そ

う
し
て
普
段
は
「
立
派
で
は
な
い
」
が
、「
禁
を
を
か
し
て
真
紅
の
ほ
む

ら
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
あ
ざ
や
か
な
赤
の
色
は
な
め
ら
か
な
水
気
」
で

「
き
ら
き
ら
と
光
り
、
う
ち
ふ
る
二
本
の
手
は
ひ
る
が
へ
る
旗
の
や
う
に

み
ご
と
な
の
で
あ
る
」。
す
な
わ
ち
、
二
匹
の
河
童
ら
は
、
自
分
た
ち
の

矜
持
を
保
つ
た
め
、
平
家
の
赤
旗
を
、
自
ら
の
命
を
す
り
減
ら
し
、
生
命

を
も
っ
て
掲
げ
て
い
る
の
だ
。
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二 
、「
白
い
旗
」
に
お
け
る
筑
後
川
の
九
千
坊
河
童
と
阿
蘇
の
那
羅

延
坊
に
伺
候
す
る
河
童

　「
白
い
旗
」
に
は
、「
筑
後
川
の
九
千
坊
一
族
」
と
「
阿
蘇
の
那
羅
延
坊

に
伺
候
す
る
」
河
童
に
つ
い
て
、
先
に
あ
げ
た
二
人
の
河
童
と
比
べ
て
、

対
称
的
に
描
か
れ
て
い
る
。「
筑
後
川
の
九
千
坊
一
族
は
河
童
の
水
藻
か

ら
簇
生
し
た
。
植
物
を
先
祖
と
す
る
」
河
童
で
あ
る
と
あ
り
、
次
の
よ
う

に
語
ら
れ
る
。

筑
後
川
の
水
底
に
棲
む
頭
目
九
千
坊
に
統
率
さ
れ
て
ゐ
る
多
く
の
河

童
た
ち
は
、
こ
の
二
匹
の
河
童
か
ら
見
れ
ば
ま
こ
と
に
下
賤
な
る
も

の
で
あ
り
、
教
養
も
思
想
も
な
く
、
勇
気
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
阿

蘇
の
那
羅
延
坊
に
伺
候
す
る
輩
に
い
た
つ
て
は
沙
汰
の
か
ぎ
り
で
あ

る
。
か
れ
ら
は
第
一
に
な
に
ご
と
か
あ
れ
ば
す
ぐ
に
嘴
を
鳴
ら
す
や

う
な
は
し
た
な
い
所
業
を
す
る
。
第
二
に
そ
の
身
体
の
色
は
草
に
似

て
ゐ
る
。
そ
し
て
生
を
終
る
と
き
に
は
青
い
ど
ろ
ど
ろ
の
液
体
と
な

つ
て
溶
け
流
れ
、
そ
の
不
潔
さ
と
臭
気
と
は
た
へ
が
た
い
。

 

（「
白
い
旗
」
123
～
4
頁
）

こ
こ
に
あ
る
「
筑
後
川
の
九
千
坊
一
族
」
と
は
ど
ん
な
河
童
な
の
か
。

九
千
坊
河
童
に
つ
い
て
は
、
和
田
寛
編
『
河
童
伝
承
大
事
典
』
の
「
河
童

渡
来
の
碑
」
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

昔
、
九
千
坊
と
い
う
頭
領
の
率
い
る
河
童
の
大
群
が
、
古
代
中
国

の
黄
河
方
面
か
ら
渡
来
し
、球
磨
川
河
口
の
「
徳
の
津
の
淵
」（
徳
淵
）

に
上
陸
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る（

6
（

。 

（『
河
童
伝
承
大
事
典
』
608
頁
）

さ
ら
に
こ
の
項
に
は「
そ
の
地
に
建
て
ら
れ
た
の
が『
河
童
渡
来
の
碑
』」

で
、「
こ
の
碑
は
、
随
筆
家
の
佐
藤
垢
石
が
『
山
童
閑
遊
』（
後
の
『
河
童

閑
遊
』（

7
（

）
の
中
で
、
九
千
坊
河
童
に
率
い
ら
れ
た
九
千
匹
の
河
童
た
ち
が
、

中
国
か
ら
黄
海
を
経
て
、
こ
の
地
に
上
陸
し
た
と
い
う
話
を
紹
介
し
た
の

が
縁
と
な
っ
て
、
地
元
の
人
た
ち
が
建
て
た
も
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
筑
後
川
の
九
千
坊
一
族
と
は
、
中
国
か
ら
渡
来
し
た
河
童
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、『
九
州
の
河
童
』
の
「
河
童
の
年
貢（

8
（」

に
は
、
次
の
よ
う
な
熊

本
県
の
民
話
を
紹
介
し
て
い
る
。
あ
る
日
、
商
人
風
の
男
が
船
頭
を
引
き

留
め
、
高
い
運
賃
を
払
い
、
福
岡
県
柳
川
に
樽
を
運
ぶ
よ
う
に
依
頼
し
た
。

決
し
て
中
身
を
見
る
な
と
念
を
押
さ
れ
た
が
、
船
頭
は
樽
の
中
を
見
て
し

ま
っ
た
。
中
に
は
、
黒
い
人
間
の
肝
の
塩
辛
が
詰
ま
っ
て
い
た
。
添
え
ら

れ
た
手
紙
を
見
る
と
、「
天
草
中
の
河
童
が
、
柳
川
河
童
天
国
の
総
元
締
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の
九
千
坊
さ
ま
に
献
上
す
る
年
貢
の
人
間
の
肝
で
、九
十
九
詰
め
て
あ
る
」

と
書
か
れ
て
い
た
。
続
け
て
手
紙
に
は
、
決
め
ら
れ
た
年
貢
の
百
ま
で
は

一
つ
足
り
な
い
の
で
、
船
頭
を
殺
し
て
肝
を
と
り
、
百
に
し
て
欲
し
い
と

記
さ
れ
て
い
た
。
船
頭
は
、「
く
そ
河
童
め
」
と
手
紙
を
破
り
、
樽
を
有

明
海
に
捨
て
て
合
掌
し
た
。
こ
こ
で
は
、
九
千
坊
河
童
の
総
元
締
は
、
柳

川
に
い
る
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
城
田
吉
六
に
よ
る
と
「
筑
後
川
流
域
の

田
主
丸
に
い
た
」
と
い
う
説
も
あ
り
、「
要
す
る
に
筑
後
川
の
流
域
に
い

た
と
い
う
こ
と
に
す
れ
ば
各
地
方
の
物
語
が
生
き
て
く
る
」
と
い
う
。
民

話
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
九
千
坊
河
童
は
、「
白
い
旗
」
に
あ
る
よ
う

に
、「
筑
後
川
の
水
底
に
住
む
」
と
す
る
の
が
妥
当
な
よ
う
だ
。
そ
し
て
、

か
な
り
、
勢
力
を
張
り
、
こ
の
民
話
に
あ
る
よ
う
に
、
人
を
殺
す
こ
と
も

厭
わ
な
い
獰
猛
な
河
童
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
他
、
九
千
坊
河
童
に
つ
い
て
は
こ
ん
な
逸
話
も
残
っ
て
い
る
。
藤

澤
衛
彦
の
記
し
た
「
河
童
譚
」
に
は
、
以
下
の
如
く
あ
る
。

　

肥
後
の
河
童
は
、
加
藤
清
正
の
お
き
に
入
り
の
児
小
姓
を
水
に
引

き
い
れ
て
殺
し
た
の
て
、
清
正
の
怒
り
を
か
い
、〝
一
匹
も
肥
後
に

は
河
童
を
残
す
な
〟
と
河
童
族
退
治
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、

河
童
の
魁
首
九
千
坊
が
、
清
正
信
仰
の
僧
侶
に
宥
め
ら
れ
ん
こ
と
を

請
い
、〝
以
来
決
し
て
悪
さ
を
し
な
い
〟
と
い
う
誓
い
を
立
て
て
ゆ

る
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す（

9
（

。

こ
こ
に
は
九
千
坊
河
童
が
加
藤
清
正
の
お
気
に
入
り
の
児
小
姓
を
水
に

引
き
入
れ
て
殺
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。「
白
い
旗
」
で
は
、
九
千

坊
河
童
は
「
ま
こ
と
に
下
賤
な
る
も
の
」
と
あ
る
が
、
か
な
り
恐
ろ
し
い

こ
と
を
し
で
か
す
河
童
た
ち
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
火
野
は
九
州
の
作
家
な

の
で
九
州
に
伝
わ
る
こ
れ
ら
の
河
童
伝
説
を
知
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

「
阿
蘇
の
那
羅
延
坊
に
伺
候
す
る
」
河
童
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
和
田
寛

編『
河
童
伝
承
大
事
典
』の「
阿
蘇
の
那
羅
延
坊
①
」に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

筑
紫
海
岸
地
方
の
河
童
は
、
毎
年
、
四
月
、
五
月
頃
に
、
筑
後
川

の
流
れ
を
遡
っ
て
、
豊
後
の
日
田
を
経
て
、
阿
蘇
の
那
羅
延
坊
（
奈

羅
延
坊
）
の
許
に
伺
候
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

那
羅
延
坊
は
俗
に
「
河
童
の
司
」
と
い
わ
れ
、
代
々
、
人
に
頼
ま

れ
て
河
童
を
鎮
め
る
祈
祷
を
し
た
り
、
河
童
除
け
の
護
符
を
出
し
た

り
し
、
折
々
は
近
国
を
巡
回
し
た
り
し
た
と
い
う
。

 

（『
河
童
伝
承
大
事
典
』
622
頁
）

ど
う
も
阿
蘇
の
那
羅
延
坊
の
許
に
伺
候
す
る
河
童
と
は
、
那
羅
延
坊
と

い
う
、「
河
童
の
司
」
の
と
こ
ろ
に
伺
候
し
て
い
る
河
童
と
い
う
こ
と
に
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な
り
そ
う
だ
。
柳
田
国
男
は
「
深
山
に
小
児
を
み
る
と
い
う
こ
と
」
で
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

阿
蘇
の
那
羅
延
坊
な
ど
ゝ
い
ふ
山
伏
は
山
家
に
住
み
な
が
ら
河
童
予

防
の
護
符
を
発
行
し
た
。
即
ち
夏
日
水
辺
に
遊
ぶ
者
の
彼
等
の
害
を

懼
る
ゝ
如
く
山
に
入
つ
て
は
ま
た
山
童
を
忌
み
憚
つ
て
居
た
結
果
か

と
思
は
れ
る
が
近
世
に
入
つ
て
か
ら
そ
の
実
例
が
漸
く
減
少
し
た
。

大
体
に
こ
の
小
さ
き
神
は
、人
間
の
中
の
小
さ
い
者
も
同
じ
や
う
に
、

気
軽
な
悪
戯
が
多
く
て
驚
か
す
よ
り
以
上
の
企
て
得
な
か
つ
た（

（1
（

。

す
な
わ
ち
、
柳
田
に
よ
る
と
阿
蘇
地
方
の
河
童
た
ち
は
悪
事
を
繰
り
返

し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
よ
う
や
く
那
羅
延
坊
と
い
う
山
伏
が
河
童
の
悪
行

を
鎮
め
た
の
で
、「
近
世
に
入
つ
て
か
ら
そ
の
実
例
が
漸
く
減
少
し
た
」

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
白
い
旗
」
で
は
、「
阿
蘇
の
那
羅
延
坊
に
伺
候
す

る
輩
に
い
た
つ
て
は
沙
汰
の
か
ぎ
り
で
あ
る
。」
と
い
う
が
、
こ
の
よ
う

な
噂
が
九
州
地
域
を
中
心
に
古
来
よ
り
蔓
延
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
、「
白
い
旗
」
で
は
、
平
家
一
族
の
河
童
の
高
貴
さ
や
、
品
格
を

よ
り
い
っ
そ
う
強
調
す
る
た
め
に
、
九
千
坊
河
童
や
阿
蘇
の
那
羅
延
坊
の

許
に
伺
候
す
る
乱
暴
な
河
童
な
ど
を
登
場
さ
せ
、対
比
さ
せ
て
い
る
の
だ
。

三
、
平
家
一
族
女
河
童
の
悲
哀

平
家
一
族
は
壇
之
浦
で
滅
び
た
後
「
白
い
旗
」
に
も
書
か
れ
る
よ
う
に
、

北
九
州
門
司
区
地
方
で
は
「
男
た
ち
は
蟹
と
な
り
、
女
た
ち
は
河
童
と
な

つ
た
」
と
さ
れ
る（

（（
（

。
そ
し
て
、
作
品
で
は
女
河
童
た
ち
は
、「
皿
に
水
を

み
た
し
、
長
髪
を
ひ
る
が
へ
し
て
遠
い
国
々
に
さ
ま
よ
ひ
出
た
。
か
れ
ら

は
伝
説
を
負
う
て
花
さ
く
野
べ
に
、
水
ぬ
る
む
河
畔
に
、
小
鳥
う
た
ふ
森

に
い
こ
う
た
」。「
赤
の
旗
こ
そ
は
か
れ
ら
の
矜
持
の
柱
で
あ
る
」だ
か
ら
、

女
河
童
た
ち
二
人
は
、「
流
れ
る
霧
の
中
を
飛
ん
で
、
あ
か
い
虎
杖
の
上

に
や
す
ん
だ
」。
ま
た
「
肩
を
組
ん
で
、
あ
か
い
百
日
紅
の
花
び
ら
の
上

に
降
り
た
」。
二
匹
の
女
河
童
は
、
平
家
の
旗
印
の
赤
色
を
求
め
て
さ
ま

よ
い
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
秋
に
な
る
と
河
童
た
ち
は
、「
遠
景

の
な
が
め
に
愕
然
」
と
な
り
、「
け
た
た
ま
し
い
お
ど
ろ
き
の
声
を
あ
げ

た
」。か

れ
ら
は
見
た
。
見
は
る
か
す
亭
々
た
る
杉
並
木
の
前
方
に
へ
ん
ぽ

ん
と
ひ
る
が
へ
る
数
十
旈
の
白
旗
を
。
そ
の
仇
的
の
旗
は
流
れ
る
霧

の
中
に
ひ
ら
ひ
ら
と
ひ
る
が
へ
り
、
光
り
な
が
ら
し
だ
い
に
こ
ち
ら

に
迫
つ
て
来
る
や
う
に
見
え
た
。 

（「
白
い
旗
」
124
～
5
頁
）
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源
氏
の
旗
は
、白
旗
で
あ
る
。二
匹
の
河
童
は
、「
い
た
る
と
こ
ろ
に
白
々

と
し
た
蕎
麦
の
花
が
咲
い
て
」
い
る
の
を
見
て
、
源
氏
の
白
旗
を
思
い
出

し
「
今
や
い
つ
さ
い
の
矜
持
を
喪
失
し
た
」。

こ
の
「
白
い
旗
」
の
描
写
に
あ
る
部
分
も
、
北
九
州
市
門
司
区
周
辺
の

伝
説
を
踏
ま
え
て
い
る
。
平
家
の
武
将
能
登
守
教
経
の
妻
は
、
河
童
と
な

り
北
九
州
市
門
司
区
の
大
積
海
岸
に
流
れ
着
き
、
河
童
の
総
大
将
と
な
っ

て
海
御
前
様
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
海
御

前
は
い
つ
も
、
平
家
一
族
の
女
河
童
た
ち
を
集
め
て
次
の
よ
う
に
命
じ
て

い
た
。『
北
九
州
市
史　

民
族
』
に
は
以
下
の
如
く
記
さ
れ
て
い
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（

（1
（

。

 

（『
北
九
州
市
史　

民
族
』
813
頁
）

秋
に
な
る
と
源
氏
の
シ
ン
ボ
ル
の
白
色
の
蕎
麦
の
花
が
咲
き
乱
れ
る
。

そ
う
な
る
と
、
辺
り
は
白
一
色
に
な
る
の
で
、
平
家
一
族
の
河
童
た
ち
は

落
胆
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
急
い
で
海
御
前
の
元
に
戻
る
よ
う
指
示
し

て
い
た
の
で
あ
る
。「
白
い
旗
」
の
二
匹
の
河
童
た
ち
は
、
白
く
咲
き
乱

れ
た
蕎
麦
の
花
を
見
て
、
平
家
の
プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
ら
れ
「
青
ざ
め
」

た
。「
背
を
凍
ら
せ
て
百
日
紅
の
花
び
ら
の
上
か
ら
い
つ
さ
ん
に
飛
び
立

つ
た
」。
い
っ
た
ん
は
、「
曼
殊
沙
華
の
あ
か
い
葩
を
見
つ
け
て
そ
こ
に
降

り
た
」
も
の
の
、「
野
辺
の
は
ず
れ
に
ま
た
も
か
れ
ら
に
迫
る
白
い
旗
を

見
」、「
凍
り
つ
く
や
う
に
息
を
つ
め
、
無
意
識
の
う
ち
に
肩
を
組
み
曼
殊

沙
華
の
葩
を
は
げ
し
く
散
ら
し
て
飛
び
立
つ
た
」。

か
れ
ら
の
敵
は
な
ほ
も
か
れ
ら
の
行
く
と
こ
ろ
に
待
つ
て
ゐ
た
。
も

は
や
か
れ
ら
の
行
か
ん
と
す
る
地
上
は
、
い
づ
こ
も
白
旗
を
も
つ
て

満
た
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。 

（「
白
い
旗
」
125
頁
）

こ
の
よ
う
に
、
一
面
に
蕎
麦
の
白
い
花
が
咲
き
、
も
は
や
、
平
家
の
シ
ン

ボ
ル
の
赤
色
は
見
当
た
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
二
匹
は
、「
か

ぎ
り
な
き
失
意
と
寂
寥
の
こ
こ
ろ
を
い
だ
い
て
海
底
に
か
へ
つ
た
」
の
で

あ
っ
た
。
火
野
の
「
白
い
旗
」
は
、
伝
説
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、
海
御
前
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に
指
示
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
く
、
た
だ
、
蕎
麦
の
花
に
源
氏
の
白
旗
の
幻

影
を
見
た
た
め
に
、
平
家
の
女
河
童
た
ち
自
ら
が
恐
れ
、
失
望
し
、
平
家

一
族
の
い
る
海
底
に
戻
っ
た
こ
と
に
し
て
い
る
。

四
、「
白
い
旗
」
の
テ
ー
マ

二
匹
の
河
童
は
、
至
る
所
に
源
氏
の
シ
ン
ボ
ル
の
白
を
見
て
、
失
意
の

う
ち
に
、
平
家
一
門
の
蟹
に
な
っ
た
男
や
、
河
童
と
な
っ
た
女
た
ち
が
生

息
し
て
い
る
海
底
に
戻
っ
た
。
そ
こ
で
は
、「
さ
き
に
か
へ
つ
た
多
く
の

と
も
だ
ち
が
む
つ
つ
り
と
な
に
も
い
は
ず
に
膝
を
い
だ
い
て
う
づ
く
ま
つ

て
ゐ
た
」。
そ
の
様
子
か
ら
は
「
か
れ
ら
が
一
様
に
遭
遇
し
た
旅
で
の
運

命
が
感
じ
と
ら
れ
た
」。
そ
し
て
、「
二
匹
の
河
童
が
水
を
あ
わ
た
だ
し
く

揺
る
が
し
て
か
へ
つ
て
来
た
の
を
見
て
も
、
ち
よ
つ
と
背
を
鳴
ら
し
た
だ

け
」
で
あ
っ
た
。
二
匹
の
河
童
だ
け
で
な
く
河
童
と
な
っ
た
平
家
の
女
た

ち
は
皆
、
源
氏
の
シ
ン
ボ
ル
の
白
旗
が
た
な
び
く
よ
う
に
、
白
い
花
が
地

上
に
咲
い
て
い
る
の
を
見
て
、
諦
め
と
悲
哀
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
の
で
あ

る
。
も
は
や
、
か
つ
て
の
よ
う
に
、「
船
べ
り
に
立
つ
て
青
空
を
あ
ふ
ぎ
、

雅
や
か
な
歌
曲
を
う
た
う
た
思
ひ
出
や
、
絃
ふ
る
ふ
琴
の
音
色
や
、
銀
扇

の
か
げ
り
な
ど
へ
の
追
憶
が
、
す
べ
て
赤
い
旗
に
つ
つ
ま
れ
て
か
れ
ら
の

脳
裏
に
う
か
」
ぼ
う
と
、
今
や
白
い
蕎
麦
の
花
が
満
面
に
咲
き
乱
れ
て
い

る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
、
残
酷
に
も
、
平
家
の
一
門
の
女
河
童
た

ち
の
望
み
を
打
ち
砕
く
。
火
野
は
、
の
ち
に
こ
の
平
家
の
女
河
童
た
ち
に

つ
い
て
「
敗
戦
カ
ッ
パ
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

長
期
戦
の
は
て
に
、
平
家
は
壇
ノ
浦
ま
で
逃
げ
の
び
て
、
遂
に
、

こ
こ
で
ほ
ろ
ん
だ
。
男
は
ヘ
イ
ケ
ガ
ニ
と
な
り
、
女
は
カ
ム
ロ
と
な

つ
て
、
海
底
に
沈
ん
だ
の
で
あ
る
。
カ
ッ
パ
と
な
つ
た
女
官
の
頭
目

は
、
能
登
守
教
経
の
妻
海
御
前
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
カ
ッ
パ
に
な

っ
て
も
女
の
こ
と
、
小
鳥
鳴
き
、
花
咲
く
春
に
な
る
と
、
海
底
に
じ

つ
と
し
て
お
れ
ず
長
髪
を
た
な
び
か
せ
て
、
全
国
に
遊
び
に
出
る
。

赤
い
花
々
の
う
え
を
舞
い
お
ど
り
な
が
ら
、楽
し
げ
に
時
を
過
ご
す
。

と
こ
ろ
が
、
夏
が
す
ぎ
、
秋
に
な
る
と
、
カ
ッ
パ
た
ち
は
、
ま
つ
青

に
な
り
、
ガ
タ
ガ
タ
甲
羅
を
ふ
る
わ
せ
な
が
ら
、
関
門
海
峡
の
海
底

に
逃
げ
か
え
つ
て
来
る
。
ヘ
イ
ケ
ガ
ニ
が
聞
く
。『
一
体
ど
う
し
た

ん
だ
ね
？
』『
ま
た
、
源
氏
が
お
し
よ
せ
て
来
た
わ
』
彼
女
等
は
い

た
る
と
こ
ろ
に
、
源
氏
の
白
旗
が
た
な
び
く
の
を
見
た
と
い
う
。
し

か
し
、
そ
れ
は
ソ
バ
畑
の
白
い
花
な
の
だ
つ
た
。
敗
北
す
る
と
、
恐

ろ
し
い
幻
影
が
た
く
さ
ん
で
き
る
（
後
略
）（

（1
（

。

平
家
一
門
の
河
童
に
な
っ
た
女
た
ち
は
蕎
麦
の
白
い
花
す
ら
、
源
氏
だ
と
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思
っ
て
恐
れ
て
し
ま
う
。
火
野
は
敗
北
し
た
こ
と
で
、
白
を
見
れ
ば
源
氏

を
思
い
出
し
、源
氏
の
幻
影
を
見
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。「
白
い
旗
」は
、

昭
和
十
五
年
に
描
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
戦
争
中
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
敗
戦
す
る
こ
と
へ
の
恐
れ
、
滅
び
ゆ
く
者
の
悲
し
い
運
命
が
暗
喩

さ
れ
て
い
て
、
そ
の
こ
と
が
ご
く
短
い
本
作
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。

も
し
も
戦
争
に
負
け
れ
ば
、
女
た
ち
に
も
こ
の
よ
う
な
辛
く
悲
し
い
思
い

を
さ
せ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
滅
び
ゆ
く
者
が
あ
る
の
は
、
歴
史
の
常
で
あ

る
。そ
の
よ
う
な
気
持
ち
が
作
品
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

終
り
に

本
稿
で
は
、
火
野
葦
平
の
短
篇
小
説
「
白
い
旗
」
を
と
り
あ
げ
た
。
こ

の
作
品
に
は
、
北
九
州
市
門
司
区
に
伝
わ
る
、
平
家
一
門
の
女
た
ち
が
壇

ノ
浦
の
海
岸
で
沈
ん
だ
後
河
童
に
な
っ
た
と
い
う
伝
説
や
、
筑
後
川
流
域

に
生
息
す
る
九
千
坊
河
童
、
阿
蘇
の
那
羅
延
坊
（
奈
羅
延
坊
）
の
許
に
伺

候
す
る
と
言
わ
れ
る
河
童
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
九
州
の
河
童
伝
説
を
用
い

て
創
作
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、「
白
い
旗
」
に
は
、
単

に
平
家
の
女
河
童
た
ち
が
、
白
い
蕎
麦
の
花
を
見
て
、
源
氏
の
白
旗
を
思

い
出
し
お
び
え
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、滅
び
ゆ
く
者
と
な
れ
ば
、

幻
影
に
怯
え
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
宿
命
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
と
い
う

悲
哀
を
描
い
て
い
る
。
昭
和
十
五
年
の
戦
時
中
は
、
火
野
の
よ
う
な
兵
士

達
は
い
つ
も
、
滅
び
る
こ
と
へ
の
悲
哀
と
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
な
が
ら
、
戦

争
に
対
峙
し
、
戦
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

〔
注
〕

（
1
）　

火
野
葦
平
「
後
書　

河
童
独
白
」（『
河
童
曼
陀
羅
』
昭
和
三
十
二

年
五
月
十
日
、
四
季
社
）

（
2
）　

佐
藤
春
夫
「
河
童
曼
陀
羅
叙
」（『
河
童
曼
陀
羅
』
同
）

（
3
）　

北
九
州
市
編
さ
ん
委
員
会
編
『
北
九
州
市
史　

民
族
』（
平
成
元

年
十
月
一
日
、
北
九
州
市
）

（
4
）　

和
田
寛
編
『
河
童
伝
承
大
事
典
』（
平
成
一
七
年
六
月
日
付
な
し
、

岩
田
書
院
）

（
5
）　

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

三
十
二
年
四
月
五
日
、
宝
文
館
）

（
6
）　

４
に
同
じ
。

（
7
）　

佐
藤
垢
石
『
河
童
閑
遊
』（
昭
和
二
十
七
年
二
月
二
十
五
日
、
日

本
出
版
協
同
）
に
同
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）　

嗆
田
弘
美
・
森
田
清
子
「
河
童
の
年
貢
」（
純
真
女
子
短
期
大
学

国
文
科
編
『
九
州
の
河
童
』
昭
和
六
十
一
年
一
月
十
五
日
、
葦
書
房
有

限
会
社
）
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（
9
）　

藤
澤
衛
彦
「
河
童
譚
」（『
日
本
民
族
伝
説
全
集
第
八
巻
』
昭
和

三
十
一
年
五
月
三
十
一
日
、
河
出
書
房
） 

（
10
）　

柳
田
国
男
「
深
山
に
小
児
を
み
る
と
い
う
こ
と
」（『
山
の
人
生
』

大
正
十
五
年
十
一
月
十
五
日
、
郷
土
研
究
社
）

（
11
）　

下
関
で
は
、
平
家
一
族
の
女
も
男
も
蟹
に
な
っ
た
と
さ
れ
、
下
関

の
赤
間
神
社
に
は
男
女
の
平
家
蟹
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

（
12
）　

3
に
同
じ
。

（
13
）　

火
野
葦
平
「
敗
戦
カ
ッ
パ
」（『
河
童
七
変
化
』
同
）

 

（
ま
す
だ　

ち
か
こ
／
本
学
教
授
）


